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巻
頭
言 

 

前
年
の
長
勝
寺
報
で
お
知
ら
せ
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
育
休
で
す

が
、３
月
末
に
無
事
女
の
子
が
産
ま
れ
ま
し
た
。
皆
様
よ
り
沢
山
の
ご

祝
意
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
、厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

  

昨
年
か
ら
不
妊
、流
産
死
産
の
助
成
制
度
が
に
わ
か
に
ニ
ュ
ー
ス
に

な
り
ま
し
た
。４
年
前
ま
で
重
症
な
患
者
だ
っ
た
だ
け
に
、よ
う
や
く

こ
こ
ま
で
来
た
か
と
感
慨
深
い
思
い
で
す
。
周
り
に
苦
し
ん
で
お
ら
れ

る
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
ら
、
話
題
に
な
っ
て
い
る
今
こ
そ
、敢
え
て
黙
っ

て
見
守
っ
て
ほ
し
い
の
で
す
。
私
共
も
昔
よ
く
「
大
丈
夫
で
す
、
そ
の

う
ち
授
か
り
ま
す
よ
」
「
仕
方
な
い
ね
、
諦
め
ま
し
ょ
う
」
「
ま
だ
？
」

と
様
々
な
お
言
葉
を
頂
き
ま
し
た
。
心
強
く
感
じ
た
半
面
、
感
情
を

押
し
殺
し
、
全
力
の
作
り
笑
い
で
そ
の
場
を
し
の
い
だ
も
の
で
し
た
。

頭
で
は
解
っ
て
い
て
も
解
決
に
時
間
が
掛
か
り
ま
す
し
、
何
よ
り
、
大

切
な
命
の
消
え
た
悲
し
み
は
本
人
に
し
か
解
決
で
き
ま
せ
ん
。
本
人

た
ち
の
口
か
ら
「
も
う
大
丈
夫
で
す
」
「
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う

言
葉
が
出
て
く
る
ま
で
は
、
静
か
に
佇
む
仏
像
の
如
く
、
「
う
ん 

う

ん
」
「
そ
う
か 

そ
う
か
」
と
見
守
っ
て
ほ
し
い
の
で
す
。 
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あ
る
お
宅
の
法
事
に
お
伺
い
し
た
時
、実
に
聡
明
な
小
学
生
の
姉

妹
に
出
会
い
ま
し
た
。
人
は
必
ず
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
お

話
に
な
っ
た
時
「
あ
あ
そ
う
か
」
と
一
言
。淡
々
と
納
得
し
た
様
子
に

感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
大
人
に
同
じ
話
を
し
て
も
、
死
の
話
な
ど
聞

き
た
く
な
い
と
ば
か
り
に
、ほ
と
ん
ど
い
い
顔
を
さ
れ
な
い
の
で
す
。 

  

生
だ
け
に
価
値
が
あ
り
死
に
意
義
を
見
な
け
れ
ば
、
そ
の
方
の
人

生
は
終
わ
り
に
近
づ
く
に
つ
れ
価
値
を
失
う
こ
と
に
な
り
、
歳
を
取

る
こ
と
は
嫌
な
こ
と
に
成
り
果
て
ま
す
。死
ん
だ
ら
そ
れ
で
終
わ
り

と
い
う
発
想
は
厭
世
観
の
極
み
で
す
。 

 
 

死
は
自
分
に
し
か
出
来
な
い
最
後
の
役
目
で
す
。
終
焉
が
近
づ
く

に
つ
れ
穏
や
か
さ
を
増
し
、丁
寧
な
感
謝
を
述
べ
、
周
り
に
感
動
を
起

し
、
そ
の
臨
終
に
関
わ
っ
た
人
々
の
人
生
観
を
、今
な
お
高
め
よ
う
と

す
る
方
の
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
ま
す
。
死
が
あ
っ
て
こ
そ
生
が
活
き
、

死
ん
だ
ら
終
わ
り
で
は
な
い
の
で
す
。 

自
身
の
死
の
意
義
を
他
に
も
向
け
た
も
の
が
供
養
で
す
。生
死
の

達
観
あ
っ
て
初
め
て
亡
き
人
に
〝届
く
〟
供
養
に
な
り
、
届
い
た
供
養

が
そ
の
ま
ま
自
他
共
に
日
々
の
充
実
へ
と
繋
が
っ
て
ま
い
り
ま
す
。 
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年
間
行
事
予
定 

◎
１
月
１
３
日
（
水
） 

 

成
道
会
（
じ
ょ
う
ど
う
え
） 

 

釈
尊
が
お
悟
り
を
開
い
た
事
に
因
ん
だ
行
事 

※
今
年
は
塔
婆
供
養
の
み
開
催 

◎
１
月
１
５
日
（
金
） 

懺
法
会
（
せ
ん
ぼ
う
え
） 

観
音
さ
ま
に
懺
悔
と
安
泰
を
祈
願 

※
時
短
開
催
、
小
豆
粥
接
待
は
中
止 

◎
１
月
１
７
日 

 

初
観
音
講 

◎
２
月
１
１
日
（
祝
日
） 

 

新
福
寺
大
般
若 

※
祈
願
申
込
書
を
配
布
、 

※
バ
ス
参
拝
は
中
止 

◎
２
月
１
５
日 

 

涅
槃
会
（
ね
は
ん
え
） 

 
 

お
釈
迦
さ
ま
の
ご
命
日
、大
涅
槃
図
展
覧 

◎
３
月
１
４
日
（
日
） 

 

春
季
巡
教
（
し
ゅ
ん
き
じ
ゅ
ん
き
ょ
う
） 

 

法
話
と
塔
婆
供
養
は
中
止
、屋
外
行
事
の
み 

◎
春
分
の
日 

 

お
接
待 

ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す 

 
 

三
川
各
地
、お
寺
は
観
音
堂
に
て
開
催 

☆
お
菓
子
の
お
接
待 

◎
第
２
第
４
水
曜
日
ご
詠
歌
練
習
日
（
休
会
） 

◎
婚
活
吉
縁
会
は
新
シ
ス
テ
ム
に
改
修
中 

 

早
け
れ
ば
３
月
活
動
再
開
予
定 

祝 

米
寿 

数
え
で
米
寿
（
昭
和
９
年
生
ま
れ
、
満
８

７
歳
）
を
お
迎
え
の
方
は
お
寺
ま
で
お
知
ら

せ
く
だ
さ
い
。
大
本
山
妙
心
寺
の
管
長
猊
下

よ
り
ご
祝
辞
と
記
念
品
が
ご
ざ
い
ま
す
。 

あ
と
が
き 

▼
ウ
ン
ザ
リ
す
る
話
は
あ
ま
り
書
く
ま
い
と

思
い
つ
つ
、
最
後
に
一
度
だ
け
コ
ロ
ナ
話
を
。

▼
老
若
健
病
問
わ
ず
適
切
に
注
意
す
れ
ば

良
い
よ
う
で
す
が
、
そ
う
簡
単
に
は
い
き
ま

せ
ん
。
正
論
同
士
が
ぶ
つ
か
り
合
い
、
世
情

過
熱
に
躍
ら
さ
れ
、
誰
も
が
ス
ト
レ
ス
を
溜

め
こ
む
１
年
で
し
た
。
▼
悩
み
の
尽
き
な
い

日
々
。
ど
う
す
れ
ば
良
い
で
し
ょ
う
か
。
緩
和

策
と
し
て
坐
禅
を
強
く
お
勧
め
し
ま
す
。
簡

単
に
、
毎
日
３
分
で
も
坐
り
、
呼
吸
を
調
え

て
み
て
下
さ
い
。
３
分
坐
れ
ば
３
分
の
や
す

ら
ぎ
で
す
。
▼
心
の
調
っ
た
世
界
に
は
拡
大

も
終
息
も
な
く
、
ど
ん
な
現
実
も
受
容
す

る
力
、
人
や
社
会
を
許
せ
る
力
が
自
分
に

元
々
備
わ
っ
て
い
た
事
に
気
付
き
ま
す
。
悩

め
る
あ
な
た
に
、
正
し
い
坐
禅
を
お
勧
め
し

ま
す
。
▼
心
が
自
ず
と
調
っ
た
ら
坐
よ
り
立

っ
て
、
そ
の
境
涯
を
日
常
に
向
け
、
自
分
に

し
か
果
た
す
こ
と
の
で
き
な
い
役
目
を
社
会

に
活
か
し
て
参
り
ま
し
ょ
う
。 

◎
春 

 

托
鉢 

三
川
鉢  

（
開
催
未
定
） 

◎
５
月
５
日
（
祝
日
） 

 

降
誕
会
（
ご
う
た
ん
え
）
釈
尊
の
誕
生
日 

 

（
☆
山
門
に
て
甘
茶
接
待
）
未
定 

◎
６
月
下
旬 

 

新
亡
供
養
（
し
ん
も
う
く
よ
う
）  

 
 

本
山
妙
心
寺
よ
り
直
接
ご
案
内
が
ご
ざ
い
ま
す 

※
開
催
未
定 

◎
８
月
１
日
〜
１
４
日 

お
盆
の
お
参
り 

◎
８
月
１
６
日
（
日
） 

 

山
門
大
施
餓
鬼
（
さ
ん
も
ん
だ
い
せ
が
き
） 

(

☆
書
院
に
て
抹
茶
菓
子
接
待)

未
定 

◎
１
２
月
３
１
日
２
３
時
半
〜
１
時 

 

除
夜
の
鐘 

   
   

   

◎
毎
月
１
７
日 

 

観
音
講 

◎
御
講
当
番 

 
 
 
 
 
 
 

上
道
・
仲
村 

 
 ※

年
間
行
事
は
、
未
定
、
中
止
の
も
の
が
含
ま
れ
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 
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山
門
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で
そ
の
詳
細
が
分
ら
ず
に
い
ま
し
た

が
今
回
の
解
体
に
よ
り
、
創
建
年
は
約
２
７
０
年
前
の
寛
延
（
１

７
４
９
）
２
年
、
東
漸
玄
猷
和
尚
の
時
代
の
建
物
と
い
う
こ
と
が

判
明
し
ま
し
た
。
亀
王
の
地
か
ら
現
在
地
に
移
転
し
た
時
期

で
、
旧
観
音
堂
が
建
っ
て
１
２
年
後
に
当
た
り
ま
す
。
ケ
ヤ
キ
、
セ

ン
ダ
ン
、
マ
ツ
な
ど
の
材
を
多
用
し
、
堅
牢
な
造
り
で
は
あ
り
ま

し
た
が
、
経
年
の
為
、
瓦
が
崩
落
寸
前
だ
っ
た
り
、
雨
漏
り
で
外

か
ら
は
見
え
な
い
部
分
に
か
な
り
の
腐
朽
が
あ
り
ま
し
た
。 

解
体
の
途
中
、
北
西
の
棟
木
か
ら
当
時
の
落
書
き
と
思
し
き

墨
書
き
を
発
見
し
ま
し
た
。
片
手
に
お
供
え
の
餅
を
捧
げ
、
「
河

邑
（
村
）
姓
百
代
」
（
河
村
姓
が
百
代
の
ち
も
続
き
ま
す
よ
う

に
）
と
あ
り
ま
す
。
願
い
通
り
末
裔
の
方
々
が
今
な
お
栄
え
て
お

ら 
  

 

 
 

新
し
い
梵
鐘
が
出
来
て
以
来
、
毎
年
約
４
０
０
人
も
の
方
に
ご

好
評
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
年
越
そ
ば
の
お
接
待
で
す
が
、
こ
こ

で
ひ
と
ま
ず
区
切
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
ま
で
何
度
も
改

善
を
重
ね
て
き
ま
し
た
が
、
時
代
と
共
に
そ
の
ス
タ
イ
ル
、
安
全
性

が
通
用
し
な
く
な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
ば
ら
く
お
休
み

を
頂
き
、
新
た
な
形
で
再
開
で
き
る
よ
う
工
夫
を
重
ね
ま
す
。 

 
 

 

金
神
除よ

け
は
、
厄
除
け
、
出
産
、
引
っ
越
し
、
新
築
、
改
築
等
、
大

小
様
々
な
出
来
事
が
無
事
に
円
成
す
る
こ
と
を
願
う
祈
祷
で
す
。

金
神
は
恐
ろ
し
い
神
で
、
ひ
と
た
び
金
神
に
睨
ま
れ
る
と
大
変
な

災
い
が
起
こ
る
の
で
、
そ
の
金
神
を
除
け
る
た
め
の
お
札
（
金
神
除

け
）
を
用
意
す
る
の
で
す
。
古
く
は
、
正
式
に
金
神
を
祀
り
、
江
戸

幕
府
か
ら
、
そ
の
由
緒
を
認
め
ら
れ
て
、
祈
祷
許
可
の
「
官
許
」
を

得
た
社
寺
の
み
が
祈
祷
を
行
え
ま
し
た
。
こ
の
地
方
で
は
豊
後
大

野
市
の
新
福
寺
が
、
唯
一
の
官
許
祈
祷
所
で
す
。 

長
勝
寺
は
従
来
、
金
神
除
け
の
す
べ
を
持
ち
ま
せ
ん
の
で
、
頂
い

た
祈
祷
、
祈
願
の
ご
依
頼
は
、
す
べ
て
新
福
寺
に
お
願
い
し
て
い
ま

す
。
ご
希
望
の
方
は
長
勝
寺
に
ご
連
絡
い
た
だ
く
か
、
直
接
新
福

寺
（
℡
０
９
７
４ 

３
７ 

２
０
９
３
）
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

本
尊
地
蔵
菩
薩
坐
像 

掌
善
・
掌
悪
童
子
立
像 

禅
宗
の
本
尊
は
お
釈
迦
様
の
み
と
説
明
す
る
向
き
も
あ
る
よ

う
で
す
が
、
本
来
は
お
釈
迦
様
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
様
々
な
因
縁
に

よ
っ
て
観
音
様
や
お
地
蔵
様
も
本
尊
と
し
て
お
ま
つ
り
し
ま
す
。 

さ
て
、
長
勝
寺
の
本
尊
は
お
地
蔵
様
で
す
。
言
い
伝
え
に
よ
る

と
昔
、
長
勝
寺
は
妙
心
寺
派
で
は
な
く
、
鎌
倉
の
建
長
寺
派
だ
っ

た
そ
う
で
す
。
建
長
寺
の
本
尊
は
お
地
蔵
様
な
の
で
、
そ
れ
に
因

ん
で
お
地
蔵
さ
ま
と
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
経
に
よ
れ
ば
、
お
地
蔵

様
は
そ
の
姿
を
様
々
に
変
え
、
困
っ
て
い
る
人
の
身
代
わ
り
に
さ

え
な
っ
て
福
を
も
た
ら
す
と
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
も
お
地
蔵
様
の

よ
う
な
人
格
を
目
指
し
た
い
で
す
ね
。 

  

ら
れ
る
こ
と
を
祈
り
ま
し
た
。 

新
山
門
は
、
同
じ
場
所
に
形
を

「
切
妻
」
に
変
え
て
お
目
見
え
し
ま

す
。
な
る
べ
く
段
差
を
無
く
し
、
戸
は

設
け
ま
せ
ん
。
左
右
に
は
透
か
し
付

き
の
壁
が
つ
き
ま
す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
て
様
子
を
公
開
し
ま
す
の
で
そ
ち

ら
も
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 

  

長
勝
寺
の
庫
裡
は
文
久
元
（
１
８
６
１
）
年
に
造
ら
れ
た
建
物

で
す
。
小
規
模
の
修
繕
を
重
ね
な
が
ら
今
に
到
り
ま
す
が
、
昨
年

の
豪
雨
で
、
瓦
を
支
え
る
土
が
客
間
の
床
の
間
周
辺
に
落
ち
る
事

態
と
な
り
ま
し
た
。
調
査
の
結
果
、
緊
急
性
が
高
く
、
か
な
り
深
刻

な
状
態
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
折
り
し
も
山
門
の
改
築

が
計
画
さ
れ
て
い
た
途
上
で
し
た
が
、
山
門
と
庫
裡
を
一
体
改
修

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
主
な
目
的
は
瓦
を
葺
き
替
え
て
雨
漏

り
を
無
く
す
事
で
す
が
、
そ
れ
以
外
に
、
傷
ん
だ
箇
所
の
補
修
や

天
井
の
掃
除
・
吊
り
直
し
等
も
行
い
ま
し
た
。
塵
も
積
も
れ
ば
山

と
な
る
と
言
い
ま
す
が
、
天
井
裏
の
塵
だ
け
で
も
１
６
０
年
分
と

も 
 
 

と
も
な
れ
ば
相
当
な
量
で
し
た
。
間
も 

な
く
新
た
な
姿
と
な
る
庫
裡
を
毎
日
有 

難
く
眺
め
て
お
り
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
大
事
業
が
出
来
ま
す
の 

も
、
ひ
と
え
に
檀
信
徒
皆
様
の
ご
尽
力 

 

ご
法
愛
の
賜
物
と
存
じ
ま
す
。
完
成
の 

暁
に
は
、
衆
生
済
度
の
法
具
と
し
て
活 

用
し
、
ひ
い
て
は
そ
れ
が
皆
様
の
功
徳
と 

し
て
、
益
々
の
ご
利
益
が
振
り
向
け
ら 

れ
ま
す
こ
と
を
願
っ
て
止
み
ま
せ
ん
。 

シ

リ

ー

ズ

 

長

勝

寺

の

至

宝
 

庫
裡
、
１
６
０
年
振
り
の
大
改
修 

 

年
越
そ
ば
接
待
４
０
数
年
の
歴
史
に
区
切
り 

山 

門 

解 

体 

 

金
神
除
け
に
つ
い
て 

向かって右が、あるがままの

世界（真如）を調える掌善童

子、左が苦の根源（無明）を

伏せ抑える掌悪童子 

も
な
れ
ば
相
当
な
量
で
し
た
。
間
も
な

く
新
た
な
姿
と
な
る
庫
裡
を
毎
日
有

難
く
眺
め
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

大
事
業
が
出
来
ま
す
の
も
、
ひ
と
え
に

檀
信
徒
皆
様
の
ご
尽
力 

ご
法
愛
の
賜

物
と
存
じ
ま
す
。
完
成
の
暁
に
は
、
衆
生

済
度
の
法
具
と
し
て
活
用
し
、
ひ
い
て

は
そ
れ
が
皆
様
の
功
徳
と
し
て
、
益
々

の
ご
利
益
が
振
り
向
け
ら
れ
ま
す
こ
と

を
伏
し
て
仏
天
に
願
い
ま
す
。 


