
願
王
寺
報

平
成
三
十
年

十
二
月
号

先
月
、
二
十
三
日
に
前
々
住
職

願
王
寺
十
一
世
大
仙
義
道
大
和
尚
の
四
十
三

回
忌
と

祖
母
の
四
十
七
回
忌(

昨
年
か
ら
繰
り
越
し)

の
法
事
を
行
い
ま
し
た
。

五
十
年
を
前
に
し
て
、
今
回
の
法
事
は
あ
ま
り
た
く
さ
ん
の
人
を
呼
び
ま
せ
ん
で

し
た
。
「
簡
単
に
」
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
日
が
近
づ
い
て
く
る
と
、
掃
除

も
し
な
く
て
は
い
け
な
い
し
、
お
供
え
の
花
や
、
お
菓
子
・
果
物
等
も
用
意
し
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
粗
供
養
の
準
備
、
当
日
の
お
昼
の
手
配
な
ど
、
ず
い
ぶ
ん
た
く
さ
ん
の
用
事
が
あ
り
ま
す
。
檀
家
さ

ん
の
方
で
法
事
を
し
て
い
た
だ
く
場
合
に
は
、
お
仏
壇
の
片
づ
け
や
坊
さ
ん
を
呼
ぶ
準
備
も
加
わ
る
こ
と
を
考

え
る
と
、
改
め
て
そ
の
大
変
さ
を
実
感
し
ま
し
た
。

い
つ
も
感
心
さ
せ
ら
れ
る
の
で
す
が
、
「
お
客
さ
ん
に
誰
を
呼
ぶ
か
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
お
う
ち
で
、

よ
く
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
新
し
く
息
子
や
娘
の
親
戚
が
加
わ
る
と
、
今
ま
で
よ
り
も
親
戚
の
数
が
多

く
な
っ
て
き
ま
す
。

法
事
に
寄
せ
て
も
ら
う
と
、
例
え
ば
祖
父
母
の
法
事
の
時
に
は
、
お
じ
い
さ
ん
・
お
ば
あ
さ
ん
の
兄
妹
や
、

息
子
や
娘
た
ち(

お
父
さ
ん
・
お
母
さ
ん
の
兄
妹)

が
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
両
親
の
法
事
に
な
る
と
、
祖
父
母
の

関
係
の
人
は
来
ら
れ
て
な
く
て
、
お
じ
さ
ん
・
お
ば
さ
ん
や
息
子
・
娘
の
関
係
の
方
が
多
く
な
り
ま
す
。

新
し
い
親
戚
と
の
付
き
合
い
が
で
き
て
く
る
と
、
古
い
親
戚
と
の
関
係
が
薄
く
な
っ
て
き
ま
す
。
昔
の
人
に

と
っ
て
見
れ
ば
、
「
今
の
人
は
薄
情
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
し
て
家
と
い
う

も
の
が
新
し
く
変
わ
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

よ
く
法
事
の
お
説
教
の
中
で
話
を
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
が
、
亡
く
な
っ
た
人
の
為
に
法
事
を
す
る
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
今
、
生
き
て
い
る
私
た
ち
が
「
生
き
て
元
気
で
い
ら
れ
る
こ
と
に
感
謝
し
、
多
く
の
人
に
守
ら
れ

て
生
き
て
い
る
こ
と
」
を
確
か
に
す
る
た
め
に
お
参
り
を
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
で
な
い
と
、
先
祖

の
お
参
り
が
、
た
だ
大
変
な
こ
と
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

【
三
種
の
文
字
】

こ
の
世
に
は
三
種
の
人
が
あ
る
。
岩
に
刻
ん
だ
文
字
の
よ
う
な
人
と
、
砂
に
書
い
た
文
字
の

よ
う
な
人
と
、
水
に
書
い
た
文
字
の
よ
う
な
人
で
あ
る
。

岩
に
刻
ん
だ
文
字
の
よ
う
な
人
と
は
、
し
ば
し
ば
腹
を
立
て
て
、
そ
の
怒
り
を
長
く
続
け
、

怒
り
が
、
刻
み
込
ん
だ
文
字
の
よ
う
に
消
え
る
こ
と
の
な
い
人
を
い
う
。

砂
に
書
い
た
文
字
の
よ
う
な
人
と
は
、
し
ば
し
ば
腹
を
立
て
る
が
、
そ
の
怒
り
が
、
砂
に
書

い
た
文
字
の
よ
う
に
、
速
や
か
に
消
え
去
る
人
を
指
す
。

水
に
書
い
た
文
字
の
よ
う
な
人
と
は
、
水
の
上
に
文
字
を
書
い
て
も
、
流
れ
て
形
に
な
ら
な

い
よ
う
に
、
他
人
の
悪
口
や
不
快
な
言
葉
を
聞
い
て
も
、
少
し
も
心
に
留
め
る
こ
と
も
な
く
、

温
和
な
気
の
満
ち
て
い
る
人
の
こ
と
を
い
う
。

仏
の
た
と
え
話

「
増
支
部
経
典
」
よ
り

怒
り
は
人
間
に
与
え
ら
れ
た
感
情
の
一
つ
で
あ
り
、
怒
る
べ
き
こ
と
に
対
し
て

怒
る
の
は
当
た
り
前
だ
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
わ
た
し
た
ち
は
み

な
怒
り
と
い
う
感
情
に
振
り
回
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
ら
な
い
こ
と
で
怒
っ
て
、

自
分
自
身
が
嫌
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

【
三
種
の
文
字
】
の
中
に
、
三
つ
の
怒
り
の
モ
デ
ル
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
怒

る
こ
と
は
人
間
の
自
然
な
感
情
」
と
言
っ
て
し
ま
わ
な
い
で
、
水
に
書
い
た
文
字

の
よ
う
に
、
怒
る
こ
と
の
な
い
自
分
に
な
れ
る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。




