
願
王
寺
報

令
和
五
年

二
月
号

昨
年
の
二
月
の
寺
報
で
、
冬
タ
イ
ヤ
へ
の
交
換
を
止
め
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
た
の
で
す
が
、
一
月

の
終
わ
り
に
な
っ
て
思
わ
ぬ
大
雪
に
見
舞
わ
れ
て
い
ま
す
。
〝
十
年
に
一
度
”
等
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
改
め
て
地
球
が
変
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
朝･

晩
の
お
出
か
け
の
際
、
車

で
の
移
動
も
十
分
に
気
を
つ
け
て
お
過
ご
し
下
さ
い
。

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
年
末
か
ら
何
軒
か
の
お
家
か
ら
〝
ミ
カ
ン
”
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ミ
カ
ン
の
栽
培
は
、
和

歌
山･

愛
媛･

静
岡
・
熊
本
な
ど
温
暖
な
地
域
で
行
わ
れ
る
の
が
普
通
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
今
で
は
私
た
ち
の
周
り
で
も､

お
い
し
い
ミ
カ
ン
が
採
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
一
方
で
、
青
森
や
長
野
な
ど
冬
の
気
温
が
下
が
る
地
域
で
は
、

〟
リ
ン
ゴ
”
が
た
く
さ
ん
採
れ
ま
す
。
こ
の
近
く
日
野
の
石
原
に
あ
っ
た
り
ん
ご
園
は
、
「
日
本
の
リ
ン
ゴ
栽
培
の
最

南
端
」
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
リ
ン
ゴ
園
も
数
年
前
に
閉
鎖
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

理
由
に
つ
い
て
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
地
球
の
温
度
変
化
も
そ
の
原
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る

と
思
わ
れ
ま
す
。

【
涅
槃
会
】

ね

は

ん

え

昨
年
の
寺
報
の
中
で
も
紹
介
さ
せ
て
も
ら
っ
た
の
で
、
あ
ま
り
詳
し
く
は
書
き
ま
せ
ん
が
、
お
釈
迦
様
が
亡
く
な
ら

れ
た
二
月
十
五
日
に
、
仏
教
系
の
寺
院
で
は
お
釈
迦
様
を
偲
び
、
そ
の
報
恩
の
た
め
の
お
参
り
を
務
め
ま
す
。

願
王
寺
で
も
、
二
月
十
八
日
の
観
音
講
に
併
せ
て
、
涅
槃
会
を
務
め
ま
す
。

お
釈
迦
様
の
最
後
の
教
え
を
記
し
た
お
経
に
『
遺

教

経
』
と
い
う
お
経
が
あ
り
、
ま
さ

ゆ
い
き
よ
う
ぎ
よ
う

に
お
釈
迦
様
の
遺
言
と
も
い
え
ま
す
。
そ
の
後
半
に
は
「
八

大

人

覚
」
と
呼
ば
れ
る
教
え
が

は
ち
だ
い
に
ん
が
く

あ
り
、
私
た
ち
仏
教
徒
が
自
覚
す
べ
き
八
つ
の
教
え
と
い
う
意
味
で
す
。

①

少
欲(

し
ょ
う
よ
く)

・
・
・
物
事
に
執
着
し
な
い
で
、
多
く
を
求
め
な
い

②

知
足(

ち
そ
く)

・
・
・
生
か
さ
れ
、
満
た
さ
れ
て
い
る
自
己
を
知
る
こ
と

③

楽
寂
静(

ら
く
じ
ゃ
く
じ
ょ
う)

・
・
・
心
を
わ
ず
ら
わ
さ
れ
な
い
場
所
に
住
む
こ
と

④

勤
精
進(

ご
ん
し
ょ
う
じ
ん)

・
・
・
仏
堂
の
修
行
に
励
ん
で
怠
ら
な
い
こ
と

⑤

不
亡
念(

ふ
も
う
ね
ん)

・
・
・
仏
法
の
志
を
忘
れ
な
い
こ
と

⑥

修
禅
定(

し
ゅ
ぜ
ん
じ
ょ
う)

・
・
・
仏
道
に
身
心
を
投
入
し
て
心
を
乱
さ
な
い

⑦

修
智
慧(

し
ゅ
う
ち
え)

・
・
・
あ
り
の
ま
ま
に
物
事
を
見
る
目
を
養
う
こ
と

⑧

不
戯
論(

ふ
け
ろ
ん)

・
・
・
正
し
い
思
い
を
す
る
こ
と

以
下
、
昨
年
は
①
少
欲
を
紹
介
し
ま
し
た
の
で
、
今
年
は
②
知
足
に
つ
い
て
書
き
ま
す
。

汝
等
比
丘
、
若
し
諸
々
の
苦
悩
を
脱
せ
ん

仏
教
を
信
じ
る
人
々
よ
、
も
し
多
く
の
苦
し
み
か
ら
解
き
放
た
れ

な
ん
だ
ち

び

く

も

し

も
ろ
も
ろ

く

の

う

だ
つ

と
欲
せ
ば
、
当
に
知
足
を
感
ず
べ
し
。

た
い
と
思
う
な
ら
、
知
足
と
い
う
こ
と
を
学
び
な
さ
い
。

ほ
つ

ま

さ

に

ち

そ

く

知
足
の
法
は
即
ち
富
楽
安
穏
の
処
な
り
。

知
足
、
す
な
わ
ち
満
足
を
知
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
豊
か
な
暮
ら

ち

そ

く

ほ
う

す
な
わ
ち
ふ

ら

く
あ
ん
の
ん

と
こ
ろ

知
足
の
人
は
地
上
に
臥
す
と
雖
も
、
な
お

し
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
。
知
足
の
人
は
地
の
上
に
寝
起
き
す
る

ち

そ

く

ち
じ
よ
う

ふ

い
え
ど

安
楽
な
り
と
す
。
不
知
足
の
者
は
、
天
堂
に
処

暮
ら
し
で
も
、
そ
こ
を
安
楽
の
地
と
で
き
、
満
足
を
知
ら
な
い
人
は

あ
ん
ら
く

ち

そ

く

て
ん
ど
う

し
よ

す
と
雖
も
ま
た
意
に
か
な
わ
ず
。

天
井
の
宮
殿
に
住
も
う
と
も
満
ち
足
り
る
こ
と
が
な
い
。
不
知
足
の

こ
こ
ろ

不
知
足
の
者
は
富
め
る
と
雖
も
、
し
か
も

人
は
裕
福
で
あ
っ
て
も
心
は
貧
し
く
、
足
り
て
い
る
人
は
暮
ら
し
は

ち

そ

く

と

め

る

貧
し
し
。
知
足
の
人
は
貧
し
し
と
雖
も

貧
し
く
て
も
、
実
に
裕
福
な
心
を
持
て
る
。

ま
ず

ち

そ

く

ま
ず

し
か
も
富
め
り
。
不
知
足
の
者
は
常
に
五
欲

不
知
足
の
人
は
常
に
目
や
耳
や
舌
な
ど
の
欲
に
ひ
か
れ
て
落
ち
着
く

ち

そ

く

ご

よ
く

の
た
め
に
牽
か
れ
て
、
知
足
の
者
の
た
め
に

こ
と
が
な
く
、
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

ひ

か

ち

そ

く

憐
愍
せ
ら
る
、
是
を
知
足
と
名
づ
く
。

こ
の
よ
う
な
人
は
知
足
の
人
か
ら
「
実
に
哀
れ
な
人
だ
」
と
憐
れ
み

れ
ん
み
ん

ち

そ

く

を
か
け
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
知
足
の
徳
を
学
ぶ
こ
と
で
す
。




