
願
王
寺
報

令
和
二
年

四
月
号

秋
に
三
ヶ
月
間
仕
事
に
出
か
け
て
い
た
学
校
の
卒
業
式
が
先
日
あ
り
ま
し

た
。
今
の
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
、
参
加
者
を
縮
小
し
、
い
ろ
ん
な
対
策
が
な
さ
れ

た
中
で
の
式
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
、
一
生
一
度
の

小
学
校
の
卒
業
式
、
本
当
は
盛
大
に
祝
っ
て
あ
げ
た
か
っ
た
の
で
す
が
。
私
も
、

卒
業
に
対
し
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
り
ま
し
た
。
「
コ
ロ
ナ
に
負
け
ず
」
「
こ
ん

な
状
況
で
す
か
ら
」
等
の
言
葉
も
考
え
た
の
で
す
が
、
子
ど
も
た
ち
を
送
り
出

す
、
お
祝
い
の
場
で
す
。
も
っ
と
明
る
い
言
葉
で
、
前
を
見
て
進
め
る
よ
う
な

メ
ッ
セ
ー
ジ
に
し
よ
う
と
考
え
て
、
文
章
を
作
り
ま
し
た
。

「
神
も
仏
も
な
い
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
確
か
に
お
寺
や
僧
侶
が
お
参
り
を
し
た
り
、
お
祈
り
を
し
た

り
す
る
こ
と
で
コ
ロ
ナ
な
ど
の
今
の
社
会
状
況
が
変
わ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
仏
様

に
寄
り
か
か
り
、
お
願
い
す
る
こ
と
で
、
今
あ
る
不
安
を
拭
い
去
り
、
少
し
で
も
落
ち
着
い
た
気
持
ち
を
持
て

る
こ
と
に
な
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
禅
語
の
中
に
『
平

常

心
』
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
「
仏
さ

び
よ
う
じ
よ
う
し
ん

ま
に
お
任
せ
す
る
心
」
で
す
。
い
や
な
こ
と
が
あ
れ
ば
仏
壇
の
前
で
手
を
合
わ
せ
て
み
る
。
心
の
中
の
ム
カ
ム

カ
を
仏
さ
ま
に
お
ま
か
せ
し
て
み
る
の
で
す
。
そ
う
す
る
だ
け
て
精
神
的
に
ず
い
ぶ
ん
楽
に
な
る
は
ず
で
す
。

皆
様
の
中
の
何
人
か
の
方
に
は
、
お
盆
や
法
事
な
ど
で
願
王
寺
に
来
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
き
っ
と
ほ
と

ん
ど
の
方
が
、
「
ず
い
ぶ
ん
古
い
寺
だ
な
あ
」
と
思
っ
て
も
ら
っ
た
と
思
い
ま
す
。
昨
年
の
台
風
で
は
、
茅
葺

の
屋
根
の
間
か
ら
、
支
え
の
木
が
屋
根
の
上
に
落
ち
て
き
た
り
、
瓦
が
割
れ
て
雨
漏
り
が
あ
っ
た
り
と
、
江
戸

時
代
の
中
頃
か
ら
ご
本
尊
や
中
の
仏
様
を
守
っ
て
き
た
本
堂
も
か
な
り
疲
れ
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
そ
ん
な
状

況
の
中
、
檀
家
さ
ん
の
方
で
も
「
新
し
い
お
寺
を
作
ろ
う
」
と
い
う
話
が
ま
と
ま
り
、
今
回
本
堂
が
新
築
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
檀
家
の
数
も
少
な
く
、
経
済
的
に
も
厳
し
い
中
で
す
が
、
う
ま
く
話
を
ま
と
め
て
い

た
だ
き
、
お
寺
が
で
き
る
こ
と
は
本
当
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。

現
在
、
こ
の
寺
報
を
配
ら
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
の
は
、
約
三
十
ケ
所
に
な
り
ま
す
。
信
徒
様
や
お
寺
に
関
係

の
あ
る
方
で
す
。
お
寺
の
建
設
に
あ
た
っ
て
は
、
信
徒
様
に
対
し
て
、
「
一
口
〇
〇
円
」
と
い
っ
た
、
寄
付
を

集
め
る
つ
も
り
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
「
お
寺
が
で
き
る
の
な
ら
、
使
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
っ
て
、

寄
進
し
て
い
た
だ
け
る
分
に
つ
い
て
は
使
わ
せ
て
も
ら
お
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
改
め
て
お
願
い
を
さ
せ
て
も

ら
お
う
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
と
り
あ
え
ず
新
築
に
つ
い
て
の
報
告
を
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
。

【
山
号
の
話
】

上
の
写
真
は
、
私
ど
も
願
王
寺
の
山
門
に
飾
っ
て
あ
る
「
延
命
山
」

の
山
号
額
の
写
真
で
す
。
お
寺
に
行
く
と
｟
〇
〇
山
〇
〇
寺
｠
と
、
お

寺
の
名
前
の
上
に
〇
〇
山
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
山
号
と
言
い

ま
す
。
元
々
は
、
中
国
で
お
寺
を
建
て
る
時
は
、
山
中
に
建
て
ら
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
、
そ
の
お
寺
の
場
所
を
示
す
た
め
に
、
山
号
を

つ
け
ま
し
た
。

日
本
で
最
初
に
山
号
が
つ
け
ら
れ
た
の
は
、
平
安
時
代
に
開
宗
し
た

天
台
宗
の
比
叡
山
延
暦
寺
と
、
真
言
宗
の
真
言
宗
の
金
剛
峯
寺
だ
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
開
祖
の
最
澄
と
空
海
が
中
国
に
留
学
し
て
い
る
の
で
、
そ

の
中
国
の
や
り
方
を
ま
ね
た
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。


