
 
 
 
 
 
 
 
 

宝
寿
院
住
職 

田
辺
信
雄 

宝
寿
院
の
檀
家
の
皆
様
に
は
、
先
祖
代
々
四
○
○
年

以
上
の
長
い
年
月
に
わ
た
り
、
脈
々
と
宝
寿
院
を
支
え

続
け
て
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
に
対
し
ま
し
て
、
深
く

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

さ
て
私
こ
と
田
辺
信
雄
は
、
先
代
逸
雄
和
尚
遷
化
に

と
も
な
い
、
曹
洞
宗
管
長
様
か
ら
宝
寿
院
第
三
十
一
代

住
職
を
拝
命
し
、
今
日
ま
で
勤
め
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、

一
方
で
学
校
の
教
員
も
兼
務
し
て
お
り
ま
し
た
た
め
、

檀
家
の
皆
様
へ
は
、
何
か
と
ご
迷
惑
や
不
自
由
を
お
か

け
し
て
お
り
ま
し
た
こ
と
に
、
常
々
申
し
訳
な
く
思
っ

て
い
ま
し
た
。 

 

そ
こ
で
こ
の
度
、
私
は
住
職
と
し
て
の
勤
め
に
専
念

す
べ
く
、
ま
た
、
他
に
も
心
に
強
く
思
う
と
こ
ろ
が
あ

り
、
こ
の
一
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
、
教
員
を
退
職
す

る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。 

 

そ
れ
は
、
私
に
残
さ
れ
た
人
生
を
、
檀
家
の
み
な
さ

ま
や
、
地
域
の
方
々
、
加
え
て
、
宝
寿
院
を
支
え
て
き

て
く
れ
た
数
知
れ
ぬ
た
く
さ
ん
の
先
祖
へ
の
恩
返
し

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
う
報
恩
感
謝
の
一
念

に
よ
る
も
の
で
す
。
寺
報
の
名
称
「
宝
寿
の
風
」
も
、

お
寺
か
ら
檀
家
や
地
域
の
み
な
さ
ま
へ
、
温
か
く
和
ら

い
だ
幸
せ
の
風
を
吹
か
せ
た
い
と
い
う
願
い
を
込
め

て
命
名
し
た
も
の
で
す
。
ま
た
、
菊
水
紋
は
、
こ
の
寺

を
開
く
に
あ
た
り
基
と
な
っ
た
法
志
庵
と
い
う
草
庵

が
、
菊
水
を
家
紋
と
す
る
楠
木
正
成
公
の
嫡
子
正
行
公

正
室
の
加
富
貴
御
前
に
よ
り
開
創
さ
れ
た
こ
と
に
因

ん
だ
も
の
で
す
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
の
号
で

詳
し
く
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

 

檀
家
の
皆
様
に
は
、
こ
れ
か
ら
も
何
か
と
お
世
話
に

な
り
ま
す
が
、
ど
う
ぞ
お
力
添
え
を
下
さ
い
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。 
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百
年
ぶ
り
に
復
活
「
新
春
開
運
法
要
」 

 

平
成
二
十
年
の
大
晦
日
午
後
十
一
時
三
十
分
か
ら
、

平
成
二
十
一
年
０
時
三
十
分
に
か
け
て
、
年
を
ま
た
い

だ
新
春
開
運
法
要
が
、
宝
寿
院
本
堂
に
お
い
て
ほ
ぼ
百

年
ぶ
り
に
復
活
実
施
さ
れ
ま
し
た
。 

 

復
活
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
「
初
詣
は
、
ま

ず
先
祖
の
眠
る
菩
提
寺
に
参
る
の
が
先
で
は
な
い
か
」

と
い
う
、
あ
る
檀
家
さ
ん
か
ら
の
素
朴
な
意
見
で
し
た
。 

家
庭
や
地
域
の
崩
壊
が
暗
い
影
を
落
と
す
昨
今
で

す
が
、
私
は
、
お
寺
が
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
復
活

の
一
翼
を
担
い
う
る
重
要
な
存
在
の
一
つ
だ
と
い
う

こ
と
は
常
々
考
え
て
い
ま
し
た
し
、
何
よ
り
護
持
会
役

員
さ
ん
他
有
志
の
方
々
の
「
や
ろ
う
」
と
い
う
熱
意
に

触
れ
て
、
多
尐
の
準
備
不
足
は
承
知
の
上
で
、
始
め
る

な
ら
今
と
決
心
し
ま
し
た
。 

 

当
日
は
冷
た
い
風
が
吹
く
中
、
早
く
か
ら
護
持
会
役

員
さ
ん
他
有
志

の
方
々
が
集
ま

り
、
テ
ン
ト
の
設

営
、
参
拝
者
へ
振

る
舞
う
甘
酒
の

用
意
、
か
が
り
火

や
焚
き
火
の
準

備
、
照
明
や
ラ
イ

ト
ア
ッ
プ
の
設

置
な
ど
、
た
く
さ

ん
の
仕
事
を
手

際
よ
く
こ
な
し

準
備
し
て
く
れ

ま
し
た
。 

檀
家
や
地
域
の
方
々
へ
の
周
知
期
間
が
短
か
っ
た

こ
と
や
、
何
よ
り
地
元
の
お
寺
で
行
う
新
春
開
運
法
要

に
、
ど
れ
く
ら
い
の
方
が
関
心
を
示
し
て
く
れ
る
か
も

未
知
数
で
し
た
の
で
不
安
も
多
尐
あ
り
ま
し
た
が
、
時

間
に
な
る
と
、
親
子
連
れ
や
、
遠
く
太
田
市
や
吉
田
の

檀
家
さ
ん
な
ど
、
思
い
の
外
た
く
さ
ん
の
方
々
が
参
拝

し
て
く
れ
ま
し
た
。
復
活
元
年
と
し
て
は
大
成
功
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。 

今
回
の
経
験
を
生
か
し
て
、
今
年
の
大
晦
日
に
は
も

う
尐
し
趣
向
を
凝
ら
し
た
も
の
に
し
た
い
と
思
っ
て 

 
 
 

い
ま
す
の
で
、
そ
の
節
は
是
非
ご
参
加
下
さ
い
ま
す
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。 

宝
寿
の
風 

第１号 
発行者 
宝寿院住職 
田辺信雄 

℡62-5739 



 
 

 

庚
申
堂
平
成
の
大
改
修
な
る 

庚
申
講
は
、
帝
釈
天
の
使
者
で
あ
る
青
面
金
剛
尊

（
し
ょ
う
め
ん
こ
ん
ご
う
そ
ん
）
を
祀
り
、
村
内
安
全
、

五
穀
豊
穣
、
二
世
安
楽
、
悪
疫
退
散
な
ど
を
願
う
信
仰

と
し
て
、
平
安
時
代
以
後
、
貴
族
や
一
般
民
衆
に
広
ま

り
、
特
に
江
戸
時
代
に
は
全
国
各
地
で
盛
ん
に
行
わ
れ

て
き
た
も
の
で
す
。
し
か
し
、
今
で
は
所
々
に
庚
申
塔

が
残
っ
て
い
る
だ
け
で
、
信
仰
そ
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど

姿
を
消
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
、
寄
木
戸
の

庚
申
講
は
絶
え
る
こ
と
な
く
、
営
々
と
今
に
受
け
継
が

れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
狭
い
な
が
ら
徹
夜
の
た
め
の

お
堂
を
備
え
て
い
て
、
全
国
的
に
も
め
ず
ら
し
い
存
在

で
す
。
（
庚
申
講
の
夜
は
、
寝
て
し
ま
う
と
自
分
の
罪

過
が
帝
釈
天
に
報
告
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
夜
が
明
け

る
ま
で
寝
ず
に
過
ご
し
ま
し
た
。
）
こ
の
庚
申
堂
に
祀

ら
れ
て
い
る
青
面
金
剛
尊
は
、
享
保
三
（
１
７
１
８
）

年
造
立
の
立
派
な
石
像
で
貴
重
な
も
の
で
す
。 

さ
ら
に
寄
木
戸
の
庚
申
さ
ま
は
、
昔
か
ら
願
を
掛
け

る
と
イ
ボ
が
取
れ
る
御
利
益
が
あ
る
こ
と
で
も
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
寄
木
戸
に
今
あ
る
庚
申
堂
は
、
明
治
三

十
一
（
１
８
９
８
）
年
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の

後
二
度
改
修
さ
れ
て
い
ま
す
。 

当
初
部
分
的
な
補
修
の
予
定
で
始
め
た
今
回
の
改

修
は
、
思
い
の
外
痛
み
が
ひ
ど
か
っ
た
こ
と
か
ら
大
改

修
と
な
り
ま
し
た
が
、
結
果
的
に
は
、
地
域
の
信
仰
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
伝
統
を
、
後
世
に
永
く
伝
え

て
い
く
の
に
ふ
さ
わ
し
い
庚
申
堂
と
な
り
ま
し
た
。 

そ
こ
で
今
年
は
、
今
回
の
こ
の
大
改
修
を
記
念
し
て
、

毎
年
旧
暦
の
十
月
十
六
日
（
今
年
は
十
二
月
二
日
）
に

行
わ
れ
て
い
る
例
大
祭
と
は
別
に
、
３
月
の
庚
申
の
日

に
、
宝
寿
院
護
持
会
の
行
事
と
し
て
、
初
庚
申
を
左
記

の
通
り
実
施
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
ご
多
用
中
の

こ
と
と
は
思
い
ま
す
が
、
是
非
こ
の
記
念
行
事
に
ご
参

加
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

記 

日
時 

三
月
十
六
日(

月) 
 

午
後
六
時
か
ら 

場
所 

大
泉
町
寄
木
戸
４
３
３ 

 

庚
申
堂 

 

古
戸
泉
福
寺
の
団
参
に
同
行
し
て 

昨
年
の
十
月
、
期
せ
ず
し
て
、
泉
福
寺
の
総
代
さ
ん

や
檀
家
の
皆
さ
ま
と
と
も
に
、
私
他
宝
寿
院
の
総
代
３

人
が
信
州
へ
の
旅
に
同
行
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 
 

泉
福
寺
と
宝
寿
院
は
、
と
も
に
小
泉
龍
泉
院
の
末
寺

で
あ
り
、
私
の
祖
父
太
堂
和
尚
は
、
泉
福
寺
明
文
和
尚

の
曾
祖
父
に
あ
た
る
関
係
で
す
。
ま
た
、
宝
寿
院
の
あ

る
寄
木
戸
地
区
と
泉
福
寺
の
古
戸
地
区
と
は
、
隣
村
同

士
の
関
係
も
あ
り
、
昔
か
ら
住
民
の
交
流
も
さ
か
ん
な

地
域
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
縁
の
深
い
古
戸
泉
福
寺

の
関
係
者
の
皆
さ
ま
と
、
終
始
な
ご
や
か
な
雰
囲
気
の

中
で
楽
し
い
二
日
間
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

と
こ
ろ
で
、
た
く
さ
ん
あ
る
仏
教
の
教
え
の
中
に

「
因
・
縁
・
果
」
の
教
え
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、

種
を
撒
い
た
だ
け
で
は
作
物
は
立
派
に
実
り
ま
せ
ん
。 

農
夫
が
種
を
撒
く
こ
と
が
「
因
」
と
な
り
、
草
を
取

り
、
水
や
肥
料
を
必
要
な
時
に
必
要
な
だ
け
与
え
る
こ

と
を
「
縁
」
と
し
て
、
作
物
が
立
派
に
実
る
と
い
う
「
果
」

が
得
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
が
結
果
で
あ
り
果
実
で
す
。
縁

が
い
か
に
大
切
で
あ
る
か
を
教
え
て
い
ま
す
。
同
様

に
、
私
た
ち
は
皆
、
多
く
の
ご
先
祖
様
の
計
り
知
れ
な

い
苦
難
の
生
涯
を
「
因
」
と
し
て
、
ま
た
、
ご
先
祖
様

が
脈
々
と
築
き
あ
げ
て
き
て
く
れ
た
地
域
や
人
間
関

係
な
ど
を
「
縁
」
と
し
て
、
今
こ
う
し
て
平
穏
に
生
き

て
い
ら
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ご
先
祖

様
に
感
謝
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
わ
け
で
す
。 

  

そ
う
考
え
る
と
、
今
回
の
こ
と
も
、
決
し
て
偶
然
の

こ
と
で
は
な
く
、
ご
先
祖
様
の
導
き
に
よ
る
も
の
だ
っ

た
よ
う
に
も
思
え
て
き
ま
す
。 

  

旅
の
中
で
、
明
文
和
尚
の
法
友
が
住
職
を
務
め
て
お

ら
れ
る
長
野
県
上
田
市
の
東
昌
寺
と
い
う
お
寺
を
訪

ね
ま
し
た
。
深
い
山
の
中
に
あ
る
大
き
く
立
派
な
ご
本

堂
や
、
良
く
手
入
れ
さ
れ
た
境
内
の
植
栽
に
は
、
皆
た

だ
た
だ
驚
嘆
す
る
ば
か
り
で
し
た
。
そ
の
立
派
な
ご
本

堂
の
中
で
、
ご
住
職
様
を
導
師
と
し
て
、
明
文
和
尚
と

私
の
三
人
で
、
泉
福
寺
・
宝
寿
院
の
檀
信
徒
の
ご
先
祖

様
へ
の
供
養
の
お
経
を
あ
げ
て
参
り
ま
し
た
。
ご
先
祖

様
も
き
っ
と
お
喜
び
下
さ
っ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
今

回
の
旅
は
、
正
に
ご
先
祖
様
へ
の
感
謝
と
供
養
の
旅
で

し
た
。 


