
願
王
寺
報

令
和
四
年

九
月
号

先
日
、
檀
家
さ
ん
の
九
十
一
才
の
お
ば
あ
さ
ん
が
亡
く
な
り
、
願
王
寺
の
本
堂
で

葬
儀
を
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
前
の
寺
報
で
も
本
堂
で
の
葬
儀
に
つ
い
て
は
お
知

ら
せ
し
ま
し
た
が
、
今
回
は
前
晩
の
お
通
夜
も
本
堂
で
行
い
ま
し
た
。
近
頃
は
葬
儀

場
で
も
『
家
族
葬
』
と
言
う
こ
と
で
、
家
で
も
で
き
る
人
数
で
葬
儀
が
執
り
行
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
願
王
寺
で
さ
せ
て
も
ら
う
場
合
に
は
、
『
寺
葬
』
と
呼
び
、
親
族
ま
で

は
入
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
て
、
職
場
な
ど
外
の
方
に
つ
い
て
は
、
喪
主
さ
ん
に

お
任
せ
す
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
今
回
の
場
合
に
は
、
コ
ロ
ナ
の
再
流
行
も
あ
り
、

会
社
や
友
達
な
ど
は
来
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
、
受
付
け
の
必
要
の
な
い
葬
儀
に
な

り
ま
し
た
。
通
夜
の
方
は
、
家
族
・
親
族
と
葬
儀
組
の
方
の
参
加
で
し
た
。
葬
儀
当
日
は
境
内
に
テ
ン
ト
を
張

っ
て
、
村
の
方
に
は
そ
こ
で
お
参
り
い
た
だ
き
、
最
後
の
お
別
れ
は
全
員
に
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

葬
儀
の
意
味
を
今
一
度
考
え
、
家
族
も
周
囲
の
人
た
ち
も
あ
る
程
度
納
得
で
き
、
「
い
い
お
葬
式
だ
っ
た
な
」

と
思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
、
今
後
も
す
す
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
お
願
王
寺
の
寺
葬
に
つ
い
て
は
、

場
所
と
時
間
が
許
せ
ば
檀
家
さ
ん
以
外
の
方
に
も
利
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
と
思
っ
て
い
ま
す
。
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
な
ど
が
必
要
な
場
合
に
は
、
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

(

曹
洞
宗
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
使
っ
て
い
る
の
で
、
外
へ
の
発
信
は
こ
の
寺
報
以
外
は
し
て
い
ま
せ
ん)

【
両
祖
忌
】

り

よ

う

そ

き

九
月
は
曹
洞
宗
の
両
祖
が
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
月
で
、
お
寺
で
は
『
両
祖
忌
』
と
い
う
法
要
を
つ
と
め
ま

す
。
願
王
寺
で
は
、
『
道
元
講
』
と
い
う
こ
と
で
お
参
り
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

《
道
元
禅
師
…
永
平
道
元
大
和
尚
》

ど

う

げ

ん

ぜ

ん

じ

曹
洞
宗
の
宗
祖
で
、
中
国
に
わ
た
り
如
浄
禅
師
の
下
で
修
行
を
積
み
、
戻
ら
れ
て
か
ら
は
『
坐
禅
』
こ
そ
を

に

よ

じ

よ

う

ぜ

ん

じ

修
行
の
中
心
と
し
て
宗
門
を
開
か
れ
ま
し
た
。
今
も
大
本
山
と
し
て
皆
様
に
も
お
馴
染
み
の
永
平
寺
を
開
か
れ

ま
し
た
。

《
瑩
山
禅
師
…
瑩
山
紹
瑾
大
和
尚
》

け

い

ざ

ん

ぜ

ん

じ

け

い
ざ

ん

じ

よ

う

き

ん

曹
洞
宗
二
世

孤
雲
懐
奘
大
和
尚
・
三
世

徹
通
義
介
和
尚
の
教
え
を
受
け
、
四
世
と
し
て
多
く
の
弟
子
を

こ

う

ん

え

じ

よ

う

て

つ

つ

う

ぎ

か

い

集
め
、
曹
洞
宗
の
教
え
を
広
く
全
国
に
伝
え
ま
し
た
。
石
川
県
の
能
登
に
『
總
持
寺
』
を
設
け
ら
れ
、
曹
洞
宗

そ

う

じ

じ

大
本
山
と
な
り
ま
し
た
。
明
治
時
代
に
焼
失
し
た
後
は
、
新
し
く
横
浜
に
『
総
持
寺
』
が
建
て
ら
れ
、
大
本
山

と
し
て
今
に
至
っ
て
い
ま
す
。
能
登
の
方
は
「
總
持
寺
祖
院
」
と
し
て
今
も
お
参
り
で
き
ま
す
。

他
の
宗
派
の
場
合
に
は
、
「
〇
〇
派
大
本
山
」
等
と
、
い
く
つ
も
の

本
山
が
存
在
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
曹
洞
宗
で
は
、
二
つ
の
大
本

山
を
同
格
の
も
の
と
し
て
大
事
に
し
て
き
ま
し
た
。

修
行
を
終
え
た
僧
侶
は
、【
瑞
世
】
に
両
本
山
を
訪
れ
ま
す
。【
瑞
世
】

ず

い

せ

と
い
う
の
は
、
両
祖
に
お
出
会
い
し
、
今
後
住
職
に
な
る
こ
と
の
ご
挨

拶
に
伺
う
こ
と
で
す
。
こ
の
日
は
〝
一
日
住
職
”
と
な
っ
て
、
赤
い
衣

を
ま
と
い
、
法
要
に
参
加
し
ま
す
。

曹
洞
宗
の
檀
家
さ
ん
の
お
仏
壇
に
は
、
お
釈
迦
様
を
真
ん
中
に
し
て
、

両
祖(

右
側
に
道
元
禅
師
・
左
側
に
瑩
山
禅
師)

を
置
き
ま
す
。
仏
壇
の

大
き
さ
に
よ
っ
て
、
お
釈
迦
様
だ
け
の
場
合
も
あ
り
ま
す
し
、
掛
け
軸
を
飾
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

★

ご
相
談
・
・
・
お
寺
に
関
わ
る
こ
と
、
子
育
て
や
教
育
に
関
わ
る
こ
と
、
「
何
で
も
答
え
ら
れ
る
」
と
い

う
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
話
し
相
手
や
相
談
相
手
に
は
な
れ
ま
す
。
気
軽
に
話
し
て
下

さ
い
。

(

守
秘
義
務
は
必
ず
守
り
ま
す)


