
善
養
寺
便
り
第
二
十
九
号

令
和
三
年

秋
冬
号

発
行

善
養
寺

門
信
徒
の
皆
様
、
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
頼

り
が
皆
様
の
お
手
元
に
届
く
頃
に
は
ず
い
ぶ
ん
と
寒
く
な
っ
て

い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
秋
が
深
ま
る
と
言
う
よ
り
、
冬
が
駆
け

足
で
や
っ
て
き
た
感
じ
で
す
。

日
本
の
コ
ロ
ナ
感
染
者
数
は
、
発
表
で
は
ず
い
ぶ
ん
と
少
な

く
な
り
、
街
に
は
人
出
が
増
え
て
き
ま
し
た
。
紅
葉
狩
り
に
出

か
け
ら
れ
た
方
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
お
城
周
辺
も
人
が
多
少
増

え
て
き
た
感
じ
が
し
ま
す
。
感
染
者
減
少
は
も
ち
ろ
ん
い
い
こ

と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
マ
ス
ク
は
な
か
な
か
外
せ
ま
せ

ん
。
行
動
範
囲
は
拡
が
っ
て
も
、
気
を
つ
け
る
こ
と

は
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
ね
。
第
六
波
が
来
な
い
こ

と
を
願
う
ば
か
り
で
す
。

折
り
紙
（

鎌
田
節
子
さ
ん
作
）

◆
今
年
の
こ
れ
ま
で
の
行
事
状
況

↓

四
月
二
十
四
、
二
十
五
日

永
代
経
法
要

五
月
二
十
六
日

仏
教
婦
人
会
総
会
（
二
年
ぶ
り
に
開
会
）

七
月
十
三
日

第
二
回
仏
教
講
演
会

七
月
三
十
一
日

八
代
本
町
第
一
回
寺
子
屋
開
催

八
月
十
三
日

当
山
墓
苑
盂
蘭
盆
「
万
灯
会
」

（
コ
ロ
ナ
で
な
く
大
雨
の
た
め
に
中
止
）

八
月
十
五
日

盂
蘭
盆
会

九
月
十
八
日

彼
岸
会
「
お
て
ら
く
ご
」

（
緊
急
事
態
宣
言
中
に
つ
き
延
期
）

「
お
寺
ヨ
ガ
」
八
，
九
月
は
中
止

今
年
を
振
り
返
る
の
は
ま
だ
少
し
早
い
で
す
が
、
今
年
の
当
山

の
行
事
の
状
況
で
す
。
「
お
寺
ヨ
ガ
」
は
二
ヶ
月
中
止
し
ま
し

た
が
、
十
月
は
気
候
も
良
く
、
本
堂
か
ら
出
て
「
星
空
ヨ
ガ
」

と
題
し
て
、
境
内
で
ヨ
ガ
を
実
施
し
ま
し
た
。

な
か
な
か
良
か
っ
た
で
す
。

境
内
で
の

「
星
空
ヨ
ガ
」

な
か
な
か
よ
い

雰
囲
気
で
し
た

お
寺
の
行
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
九
月
に
は
、
延
期
し
て

い
た
長
女
の
結
婚
式
も
本
願
寺
神
戸
別
院
で

無
事
に
挙
行
で
き
ま
し
た
。
お
相
手
は
、
お

寺
の
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
雅
楽
演
奏
と

読
経
の
仏
前
結
婚
式
は
有
り
難
く
感
激
い
た

し
ま
し
た
。

◆
令
和
三
年
報
恩
講
法
要

十
一
月
一
日
二
日
と
今
年

の
報
恩
講
法
要
が
無
事
勤
ま

り
ま
し
た
。
門
信
徒
の
皆
様

に
は
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。法

要
は
、
二
日
間
と
も
比

較
的
暖
か
く
、
天
候
に
も
恵

ま
れ
、
今
年
も
多
く
の
ご
門

徒
様
が
お
参
り
く
だ
さ
い
ま

し
た
。

初
め
て
お
参
り
く
だ
さ
っ

た
方
、
毎
年
必
ず
お
参
り
く

だ
さ
る
方
、
お
参
り
し
た
く

て
も
出
来
な
い
方
も
少
な
か

ら
ず
お
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
が
、
多
く
の
門
信
徒
の
方
と
本
堂

で
お
会
い
で
き
良
か
っ
た
で
す
。

報
恩
講
は
、
浄
土
真
宗
の
ご
開
山
親
鸞
聖
人
の
ご
遺
徳
を
偲

ぶ
法
要
で
す
。
宗
祖
聖
人
の
ご
遺
徳
を
偲
び
、
遇
い
が
た
き
ご

法
縁
に
あ
わ
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
慶
び
、
と
も
に
お
念
仏

を
称
え
る
こ
と
に
意
義
が
あ
り
ま
す
。
お
聴
聞
の
ご
縁
を
「
ご

勝
縁
」
（
し
ょ
う
え
ん
）
と
言
い
ま
す
が
、
勝
つ
縁
と
は
す
ぐ

れ
た
ご
縁
の
こ
と
で
す
。
報
恩
講
法
要
も
ご
勝
縁
で
す
。
ど
う

ぞ
こ
れ
か
ら
も
老
若
男
女
問
わ
ず
一
人
で
も
多
く
の
門
信
徒
の

方
に
お
寺
に
お
参
り
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
年
も
、
ご
法
中
の
お
寺
様
も
皆
ご
出
勤
く
だ
さ
り
、
よ
い

お
勤
め
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
毎
回
の
こ
と
で
す
が
、
ご

法
中
や
ご
講
師
の
お
世
話
も
婦
人
会
の
方
が
よ
く
し
て
く
だ
さ

り
、
本
当
に
有
り
難
く
感
じ
て
お
り
ま
す
。

ご
講
師
は
、
加
古
川
市
か
ら
、
鹿
多
証
道
師
を
お
迎
え
し
ま

し
た
。
鹿
多
師
は
、
本
願
寺
に
お
い
て
、
布
教
使
の
代
表
的
な

役
職
に
つ
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
高
名
な
先
生
で
す
。
音
楽
に
も

造
詣
が
深
い
方
で
、
唱
歌
等
の
歌
唱
を
ま
じ
え
な
が
ら
、
楽
し

く

お

話

い

た

だ

き

ま

し

た
。師

の
お
話
の
中
で
、
ま

さ
し
く
目
か
ら
鱗
が
落
ち

る
よ
う
な
お
話
が
あ
り
ま

し
た
。
一
つ
だ
け
紹
介
し

ま
し
ょ
う
。

法

要

で

勤

め

ま

し

た

「
仏
説
阿
弥
陀
経
」
に
つ

い

て

お

話

が

あ

り

ま

し

た
。
そ
の
「
阿
弥
陀
経
」

の
中
に
、
「
六
方
段
」
と

い
う
お
浄
土
の
六
方
向
に

お
わ
し
ま
す
数
々
の
仏
様



を
お
示
し
な
さ
っ
た
段
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
方
角
は
「
東

方
、
南
方
、
西
方
、
北
方
」
の
順
番
に
お
経
に
出
て
き
ま
す
。

そ
こ
か
ら
方
角
の
表
現
の
話
に
な
り
、
日
本
で
は
方
角
は
「
東

西
南
北
」
と
表
現
し
ま
す
。
「
阿
弥
陀
経
」
で
は
、
先
に
述
べ

た
順
番
で
す
。
こ
の
順
番
、
な
ん
と
、
中
国
か
ら
来
た
で
あ
ろ

う
麻
雀
用
語
で
は
「
ト
ン
ナ
ン
シ
ャ
ー
ペ
ー
」
つ
ま
り
「
東
南

西
北
」
の
順
番
な
ん
で
す
ね
。
「
阿
弥
陀
経
」
は
中
国
で
作
ら

れ
た
お
経
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
イ
ン
ド
と
つ
な
が
る
西
域
地

域
の
方
角
の
表
現
が
中
国
に
伝
わ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
に
し
て
も
、
私
は
こ
れ
ま
で
い
っ
た
い
何
度
阿
弥
陀
経

を
お
勤
め
し
た
こ
と
か
。
恥
ず
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
ま

っ
た
く
気
づ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

さ
ら
に
、
「
西
洋
で
は
方
角
を
ど
う
表
現
す
る
か
？
」
と
言

わ
れ
た
後
「N

E
W
S

」
と
白
板
に
お
書
き
に
な
り
、
お
聴
聞
の
皆

あ
あ
そ
う
だ
っ
た
の
か
！
と
感
嘆
し
た
の
で
し
た
。

お
分
か
り
で
し
ょ
う
か
？
楽
し
く
興
味
深
い
ご
法
話
で
あ
り
ま

し
た
。
お
斎
は

今
年
も
お
弁
当

で
、
し
き
り
を

つ

け

て

「

黙

食
」
と
な
り
ま

し
た
。

◆
第
一
回
八
代
本
町
「
寺
子
屋
」

七
月
三
十
一
日
、
「
八
代
本
町
寺
子
屋
」
を
開
き
ま
し
た
。

当
山
で
は
初
め
て
の
試
み
で
し
た
。
善
養
寺
が
あ
る
八
代
本
町

一
丁
目
と
二
丁
目
の
有
志
の
方
か
ら
、
お
寺
で
寺
子
屋
を
開
か

せ
て
ほ
し
い
と
依
頼
が
あ
り
ま
し
た
。
当
山
と
し
て
は
、
断
る

理
由
が
な
い
ど
こ
ろ
か
、
こ
ん
な
有
り
難
い
お
話
は
あ
り
ま
せ

ん
。
当
山
の
門
信
徒
で
あ
る
な
し
に
関
わ
ら
ず
、
本
堂
で
お
話

等
の
体
験
を
し
た
い
と
い
う
の
で
す
か
ら
。

当
日
は
、
地
元
の
子
供
た
ち
と
親
御
さ
ん
、
そ
し
て
自
治
会

の
方
も
本
堂
に
お
入
り
に
な
り
ま
し
た
。
最
初
は
、
勉
強
タ
イ

ム
で
、
有
志
の
優
秀
な
学
生
が
、
小
学
生
に
夏
休
み
の
宿
題
の

サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
私
住
職
か
ら
お
話
を

し
、
そ
の
後
は
ゲ
ー
ム
を
し
て
楽
し
い
時
間
を
過
ご
し
た
の
で

し
た
。

地
域
に
よ
り
、
宗
派
に
関
わ
ら
ず
地

元
の
憩
い
の
場
に
な
っ
て
い
る
お
寺
も

あ
る
と
思
い
ま
す
。
お
寺
は
、
決
し
て

敷
居
の
高
い
場
所
で
な
い
こ
と
を
地
域

の
方
に
感
じ
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で

す
。
来
年
も
お
そ
ら
く
開
催
さ
れ
る
の

で
、
今
か
ら
楽
し
み
の
催
し
で
す
。

【
令
和
三
年
度
今
後
の
行
事
の
ご
案
内
】

◆
「
第
三
回
仏
教
講
演
会
」

日
時

十
二
月
十
四
日
（
火
）
午
後1

時
半

講
師

谷
川
弘
顕
師

七
月
都
合
で
お
休
み
さ
れ
た
谷
川
先
生
が
お
越
し
で
す
。

是
非
と
も
、
お
聴
聞
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

※
年
末
納
骨
堂
大
掃
除

日
時

十
二
月
十
七
日
（
金
）
午
前
十
時
よ
り

納
骨
堂
納
骨
家
対
象
。
お
家
の
納
骨
壇
、
納
骨
堂
の
内
外
の

大
掃
除
を
い
た
し
ま
す
。
ご
一
緒
に
い
か
が
で
す
か
。

※
令
和
二
年
度
別
永
代
経
法
要

日
時

十
二
月
十
九
日
（
日
）

十
一
時
よ
り
約
四
十
分

昨
年
、
永
代
経
ご
懇
志
を
ご
進
納
い
た
だ
き
ま
し
た
方
対
象

の
法
会
で
す
。
よ
ろ
し
け
れ
ば
お
参
り
く
だ
さ
い
。

十
一
時
よ
り
「
阿
弥
陀
経
」
読
経
、
お
焼
香
、
記
念
念
珠
の
贈
呈

◆
「
元
旦
会
」

令
和
四
年
一
月
一
日
（
土
）
九
時

恒
例
の
「
元
旦
会
」
を
勤
め
ま
す
。

ど
う
ぞ
お
参
り
く
だ
さ
い
。

◆
第
四
回
仏
教
講
演
会

日
時

三
月
十
一
日
（
金
）
午
後1
時
半

講
師

安
方
哲
爾
師

令
和
三
年
度
最
後
の
講
演
会
で
す
。

安
方
師
も
大
変
高
名
な
布
教
使
先
生
で
す
。

貴
重
な
法
座
で
す
。
是
非
、
お
こ
し
く
だ
さ
い
。

◆
春
の
お
彼
岸
第
五
回
「
お
て
ら
く
ご
」

桂
雀
々
さ
ん
落
語
会

三
月
十
九
日
（
土
）
午
後1

時
半

九
月
に
予
定
し
て
い
ま
し
た
「
お
て
ら
く
ご
」
を
三
月
に
開

催
し
ま
す
。
噺
家
は
「
桂
雀
々
さ
ん
」
今
回
で
五
回
目
に
な
り

ま
し
た
。
ど
う
ぞ
お
楽
し
み
に
！

善
養
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

姫
路

善
養
寺

で
検
索




