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奉
納
書
道
展
、
締
め
切
り
迫
る
！
（
九
月
二
十
日（
日
）ま
で
） 

各
院
ま
た
は
納
経
所
へ
お
届
け
下
さ
い
。

　
今
年
で
第
十
三
回
と
な
り
ま
し
た
餘
慶
寺
寺
宝
展
が
開

催
さ
れ
ま
す
。

　

昨
年
は
上
寺
の
梵ぼ
ん
し
ょ
う鐘（

県
指
定
重
要
文
化
財
）
に
焦 

点
を
当
て
て
特
別
講
演
を
い
た
し
ま
し
た
が
、
今
年
は

さ
ら
に
範
囲
を
広
げ
、
上
寺
に
伝
わ
る
梵ぼ
ん
の
ん
ぐ


音
具
（
音
を

鳴
ら
す
金
属
製
仏
具
）
に
つ
い
て
、
九
州
国
立
博
物
館

望も
ち
づ
き
の
り
ふ
み

月
規
史
先
生
の
講
演
会
を
十
三
時
よ
り
餘
慶
寺
会
館
で

行
い
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
日
に
は
、
隣
接
す
る
豊と
よ
は
ら
き
た
し
ま
じ
ん
じ
ゃ

原
北
島
神
社
で
恒

例
の
秋
の
大
祭
が
執
り
行
わ
れ
る
予
定
で
す
。
出
店
や
寺じ

庭て
い
ふ
じ
ん
が
た


婦
人
方
の
「
も
み
じ
カ
フ
ェ
」
も
あ
り
、
き
っ
と
に
ぎ

や
か
な
秋
の
一
日
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

餘よ

け

い

じ

じ

ほ

う

て

ん

慶
寺
寺
宝
展

恵
亮
院
よ
り

　
毘
沙
門
天
王
縁
日
護
摩
祈
祷

　
　（
於
　
恵
亮
院
毘
沙
門
堂
）

　
　
毎
月
三
日
　
午
前
十
時
～

本
乘
院
よ
り

　
写
経
会
（
於
　
本
乘
院
客
殿
）

　
　
毎
月
第
三
日
曜
日

　
四
月
～
十
月
　 

午
前
六
時
～

　
十
一
月
～
三
月
　
午
前
七
時
～

定
光
院
よ
り

　
大
聖
歓
喜
天
縁
日
（
於
　
定
光
院
）

　
　
毎
月
十
五
日
　
早
朝
よ
り

　
※
病
気
平
癒
等
の
ご
祈
祷
は
随
時

　
　
受
付
し
て
い
ま
す
。

　
薬
師
縁
日
（
於
　
薬
師
堂
）

　
　
毎
月
八
日
　
午
前
十
時
～

　
　
護
摩
供
養
を
し
て
い
ま
す
。

　
　
ご
祈
祷
の
お
申
し
込
み
は
納
経

　
　
所
へ
お
願
い
し
ま
す
。

　
観
音
縁
日
（
於
　
本
堂
）

　
　
毎
月
十
八
日
　
午
前
八
時
～ 

　
　
み
ん
な
で
観
音
経
を
あ
げ
ま
す
。

　
　
お
経
本
は
本
堂
に
あ
り
ま
す
の

　
　
で
、
お
気
軽
に
お
ま
い
り
下
さ

　
　
い
。

各
院
か
ら
の
お
知
ら
せ

餘
慶
寺
か
ら
の
お
知
ら
せ
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毎
月
第
二
日
曜
日 

午
後
二
時
よ
り
阿
弥
陀
堂
に
て
納
骨
堂
説
明
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。編

集
後
記

　

皆
様
に
ご
愛
読

い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
積
善
、
今
号

は
五
十
一
号
と
い

う
こ
と
で
一
〇
〇

号
に
向
け
て
気
持

ち
新
た
に
ま
た
一

歩
を
踏
み
出
し
ま

し
た
。
ご
意
見
等
、

ご
ざ
い
ま
し
た
ら

是
非
お
知
ら
せ
く

だ
さ
い
。

　

今
年
の
夏
は
猛

暑
続
き
で
大
変
暑

か
っ
た
こ
と
と
思

い
ま
す
。
残
暑
も

厳
し
そ
う
で
す
が
、

健
康
に
気
を
つ
け

て
お
過
ご
し
く
だ

さ
い
。

 
十
三
仏
に
つ
い
て 

～
阿

如
来
～

　

阿
閦
如
来
（
七
回
忌
）

　

七
回
忌
の
仏
さ
ま
は
阿
閦
如
来
さ
ま
で
す
。
密
教
の
金こ
う
ん
ご
う
か
い
ご
ぶ
つ

剛
界
五
仏
の
お

ひ
と
り
で
、
単
独
で
お
祀
り
さ
れ
る
例
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。

　

イ
ン
ド
の
言
葉
で
は
「
ア
ク
シ
ョ
ー
ビ
ヤ
」
と
い
う
お
名
前
で
、「
揺
る

ぎ
な
い
」
と
い
う
意
味
で
す
。

　

阿
閦
如
来
さ
ま
は
と
て
も
意
志
が
強
く
、
や
ろ
う
と
決
め
た
こ
と
を
サ

ボ
っ
た
り
誘
惑
に
負
け
た
り
す
る
こ
と
が
な
い
仏
さ
ま
で
す
。

　

ま
た
阿
閦
如
来
さ
ま
は
仏
さ
ま
と
な
ら
れ
る
前
の
修
行
中
に
、
人
間
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
小
さ
な
虫
な
ど
に
対
し
て
も
決
し
て
怒
り
の
心
を
起

こ
さ
な
い
と
い
う
誓
い
を
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
誓
い
を
守
り
つ
い
に

仏
さ
ま
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

　

生
き
て
い
れ
ば
、
イ
ラ
イ
ラ
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
他
の
人
の
こ
と

を
う
ら
や
ま
し
い
と

思
う
こ
と
も
あ
る
で

し
ょ
う
。
そ
ん
な
時

で
も
沈
着
に
、
心
清

く
、
正
し
い
心
を
持

つ
こ
と
が
大
事
だ
と

教
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

今
後
の
予
定

☆
『
初
心
者
向
け
　
戒
名
の
お
話
』 

九
月
六
日（
日
）

　
　

講
師　

明
王
院
法
嗣 

岡
本
昌
幸 

師

☆
『
須
惠
器
と
寒
風
古
窯
跡
群
に
つ
い
て
』 

九
月
二
十
七
日（
日
）

　
　

講
師　

瀬
戸
内
市
中
央
公
民
館 

館
長 

馬
場
昌
一 

先
生

☆
『
餘
慶
寺
に
伝
わ
る
梵
音
具 

～
音
を
鳴
ら
す
仏
具
類
～（
仮
）』

 

十
月
十
二
日（
月
・
祝
）

　
　

講
師　
九
州
国
立
博
物
館
文
化
財
課
研
究
員 

望
月
規
史 

先
生

☆
『
観
音
さ
ま
に
つ
い
て
』 

十
月
三
十
一
日（
土
）

　
　

講
師　

明
王
院
法
嗣 

岡
本
昌
幸 

師

☆
『
楽
し
く
年
賀
状
づ
く
り
』 

十
一
月
二
十
二
日（
日
）

　
　

講
師　

日
本
画
家
・
岡
山
日
展
会
会
員 

神
戸
淑
子 

先
生

☆
『
仏
教
に
出
会
え
る
幸
せ
』 

十
一
月
二
十
八
日（
土
）

　
　

講
師　

餘
慶
寺
住
職 

土
井
内
祐
真 

師

☆
『
伝
教
大
師
願
文
読
誦
解
説
』 

十
二
月
五
日（
土
）

　
　

講
師　

明
王
院
住
職 

中
尾
叡
海 

師

※
聴
講
無
料
で
す
。

　
十
月
十
二
日
（
月
・
祝
）
は
十
三
時
～
十
四
時
半
開
催
で
す
。

　
十
一
月
二
十
二
日
（
日
）
は
十
四
時
～
十
六
時
開
催
で
す
。

　
寺
子
屋
写
真
館

餘慶寺　秋の行事

寺
宝
展
（
本
堂
・
薬
師
堂
）

　
十
月
十
二
日
（
月
・
祝
）

九
時
三
十
分
～
十
六
時

　
講
演
会
　
十
三
時

～
十
四
時
三
十
分
　

　
餘
慶
寺
会
館

　

薬
師
堂
は
特
別
拝
観
会
場
の
た

め
、
護
摩
供
養
は
行
い
ま
せ
ん
。
護

摩
祈
祷
を
ご
希
望
の
方
は
、
毎
月

八
日
の
縁
日
に
お
参
り
下
さ
い
。

奉
納
書
道
展（

餘
慶
寺
会
館
）

　
十
月
十
二
日
（
月
・
祝
）
よ
り

　

例
年
の
通
り
秋
の
寺
宝
展
に
あ

わ
せ
て
開
催
い
た
し
ま
す
。
奉
納
い

た
だ
い
た
作
品
は
餘
慶
寺
会
館
に

展
示
さ
れ
ま
す
。

も
み
じ
カ
フ
ェ（
会
館
北
側
）

　
十
月
十
二
日
（
月
・
祝
）　

十
時
～
十
六
時

　

寺
宝
展
を
含
め
た
秋
の
三
連
休

限
定
で
の
開
店
で
す
。
飲
み
物
・
お

菓
子
セ
ッ
ト
で
四
百
円
で
す
。

天て
ん
だ
い
え


台
会
（
本
堂
）

　
十
一
月
二
十
三
日
（
月
・
祝
）

　
十
六
時

　
　
　
　
二
十
四
日
（
火
） 

八
時

　

天
台
宗
を
開
い
た
天
台
大
師
の

ご
命
日
で
す
。
餘
慶
寺
本
堂
で
は

内
陣
の
右
奥
に
お
祀ま
つ

り
し
て
あ
り

ま
す
。前
夜
に
も
法
要
が
あ
り
、「
天

台
大
師
和わ
さ
ん

讃
」
を
読
み
ま
す
。

あ
し
ゅ
く
に
ょ
ら
い

十
月
十
二
日 （
月･

祝
日
） 

九
時
三
十
分
～
十
六
時

会
場
　
本
堂
・
薬
師
堂
・
餘
慶
寺
会
館

餘慶寺本堂内の鏧
け い す 

子

昨年の特別講演の様子
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吉
備
の
国 

寺
社
巡
り 

ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
開
催
中
！

　
♫
明
る
い
朝
の
学
び
や
に　

上
寺
山
の
か
ね
が
な
る

と
唄
わ
れ
る
今
城
小
学
校
の
校
歌
に
も
出
て
く
る
上
寺
の
鐘
（
梵ぼ

ん
し
ょ
う鐘

）
は
、
普
段
か

ら
鐘し
ょ
う
ろ
う楼に

「
宙
ぶ
ら
り
ん
」
に
吊
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

　

上
寺
の
梵
鐘
は
、
今
年
の
正
月
、
九
州
国
立
博
物
館
の
特
別
展
に
出
品
の
た
め
持

ち
出
さ
れ
、
会
期
を
終
え
て
六
月
に
返
却
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
れ
を
吊
る
金
具
に
亀
裂
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
安
全
性
が
保
て
な
い
と

い
う
こ
と
で
、
帰
る
に
帰
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
い
わ
ゆ
る
別
の
意
味
で
「
宙
ぶ
ら

り
ん
」
の
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

　

そ
の
困
っ
た
状
態
に
活
路
を
開
く
た
め
、
同
じ
瀬
戸
内
市
内
の
、
長
船
町
に
伝
承

さ
れ
る
刀と
う
け
ん剣

の
鍛た

ん
れ
ん錬

技
術
を
生
か
し
て
、
腕
利
き
の
安
藤
広ひ

ろ
や
す


康
刀と

う
し
ょ
う

匠
に
し
っ
か
り
し

た
吊つ
り
か
な
ぐ

金
具
を
作
っ
て
も
ら
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

完
成
の
あ
か
つ
き
に
は
刀
匠
の
銘め
い

も
刻
ま
れ
、
新
た
な
結
び
つ
き
の
歴
史
が
、
地

域
を
ま
た
い
で
加
わ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

※
梵
鐘
は
十
二
月
上
旬
に
帰
山
さ
れ
ま
す
。

「
宙ち

ゅ
う

ぶ
ら
り
ん
」
～
新
た
な
歴
史
を
刻き

ざ

む
～

　『
水
祭
り
』
ご
報
告

　

八
月
二
十
九
日
（
土
）
十
八
時
よ
り
、
餘
慶
寺
本
堂
・
境
内

に
お
い
て
水
祭
り
（
施せ

が

き

え

餓
鬼
会
・
万ま
ん
と
う
え

灯
会
）
を
厳
修
い
た
し
ま

し
た
。

　
「
施
餓
鬼
会
」
と
は
、
餓
鬼
（
弔と
む
らう
者
の
な
い
無む
え
ん縁
の
亡
者
）

の
た
め
に
様
々
な
種
類
の
飲
食
を
施ほ
ど
こす
法ほ
う
え会
で
す
。
ま
た
、「
万

灯
会
」
と
は
、
仏
さ
ま
に
灯と
う
み
ょ
う明
を
供
え
、
滅め
つ
ざ
い
し
ょ
う
ぜ
ん

罪
生
善
や
諸し
ょ
が
ん願

成じ
ょ
う
じ
ゅ
就
を
祈
念
す
る
行
事
で
す
。

　

当
日
は
、
直
前
ま
で
雨
模
様
で
し
た
が
、
法
要
が
始
ま
る
と

雨
が
止
み
、
老
若
男
女
問
わ
ず
た
く
さ
ん
の
方
々
が
参
拝
に
来

ら
れ
ま
し
た
。
薄
暗
く
な
っ
て
行
わ
れ
た
万
灯
会
で
は
、
境
内
を

照
ら
す
供
養
の
灯
り
で
境
内
が
荘
厳
さ
れ
、
そ
こ
に
尺
八
・
琴

の
演
奏
が
重
な
っ
て
、
癒
し
の
空
間
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
さ

ら
に
、
同
時
開
催
さ
れ
た
今
城
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
寺
庭
婦
人
に
よ

る
縁
日
広
場
は
、
た
く
さ
ん
の
ご
家
族
が
訪
れ
、
行
列
が
で
き
る

ほ
ど
の
賑
わ
い
と
な
り
、
自
然
と
笑
顔
が
こ
ぼ
れ
て
い
ま
し
た
。
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薬
師
護
摩
祈
祷　

護
摩
木
三
百
円　

木
札
授
与
三
千
円
／
五
千
円

ひ
と
く
ち
法
話

彼ひ
が
ん岸

　

秋
の
お
彼
岸
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
中ち
ゅ
う
に
ち日で

あ
る
秋
分
の
日
は
、
太

陽
が
真
東
か
ら
昇
っ
て
真
西
に
沈
み
、
昼
と
夜
の
長
さ
が
ほ
ぼ
同
じ
に
な

る
日
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

仏
教
で
は
悟
り
の
世
界
を
彼
岸
と
い
い
、
そ
の
反
対
側
の
私
た
ち
が
い

る
迷
い
や
煩ぼ

ん
の
う悩

に
満
ち
た
世
界
を
此し
が
ん岸

と
い
い
ま
す
。

　

彼
岸
は
西
に
、
此
岸
は
東
に
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
太
陽
が
真
東
か

ら
昇
っ
て
真
西
に
沈
む
秋
分
は
、
彼
岸
と
此
岸
が
も
っ
と
も
通
じ
や
す
く

な
る
と
考
え
、
先
祖
供
養
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

日
の
沈
む
西
は
亡
く
な
っ
た
人
々
の
住
む
世
界
と
と
ら
え
ら
れ
て
お

り
、
お
経
の
中
に
も
沈
む
夕
日
を
見
な
が
ら
、
極ご

く
ら
く
じ
ょ
う
ど

楽
浄
土
や
ご
先
祖
さ

ま
の
こ
と
を
思
う
「
日に

っ
そ
う
か
ん

想
観
」
と
い
う
こ
と
も
で
て
き
ま
す
。

　

お
彼
岸
は
「
日ひ

が
ん願
」
で
も
あ
る
た
め
、
日
本
で
は
太
陽
の
神
を
信
仰

す
る
神し

ん
と
う道
と
結
び
つ
き
や
す
か
っ
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
春

の
種
ま
き
や
秋
の
収
穫
と
も
結
び
つ
き
、
自
然
に
対
す
る
感
謝
や
祈
り

が
ご
先
祖
様
に
感
謝
す
る
気
持
ち
に
も
つ
な
が
っ
て
、
お
彼
岸
は
大
切
な

行
事
と
な
り
ま
し
た
。

　

秋
の
彼
岸
の
中
日
で
あ
る
「
秋
分
の
日
」
は
国
民
の
祝
日
で
す
。
祝

日
法
に
よ
る
と
「
祖
先
を
う
や
ま
い
、
な
く
な
っ

た
人
々
を
し
の
ぶ
日
」
だ
そ
う
で
す
。

　

暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
と
い
い
ま
す
。
過
ご
し

や
す
く
な
っ
た
秋
の
夕
暮
れ
に
、
沈
む
夕
日
を
見

て
ご
先
祖
さ
ま
を
想
う
時
間
を
も
っ
て
み
て
は
い

か
が
で
し
ょ
う
か
。

団
参
報
告
と
可
愛
い
花は

な
じ
ぞ
う

地
蔵
の
ご
案
内

　

六
月
二
十
七
日
、
山
陽
花
の
寺
霊れ
い
じ
ょ
う

場
の
大だ
い
し
ょ
う
じ

聖
寺
（
美
作
市
）
と
玉ぎ
ょ
く
せ
ん
じ

泉
寺

（
真
庭
市
）
に
お
詣ま

い

り
し
ま
し
た
。
大
聖
寺
で
は
ア
ジ
サ
イ
を
、
玉
泉
寺

で
は
オ
オ
ヤ
マ
レ
ン
ゲ
を
愛め

で
な
が
ら
、
お
寺
方
の
親
切
な
お
も
て
な
し

も
あ
り
、
心
癒い

や
さ
れ
る
一
日
で
あ
り
ま
し
た
。
ご
参
加
い
た
だ
き
ま
し

た
皆
様
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

ま
た
こ
の
た
び
、
山
陽
花
の
寺
霊
場
会
で
は
、
全
二
十
四
ヶ
寺
に
可
愛

ら
し
い
花
地
蔵
が
お
目
見
え
し
ま
し
た
。
餘
慶
寺
に
も
「
夢ゆ

め
さ咲

く
地
蔵
」

と
名
付
け
た
お
地
蔵
さ
ん
が
、
境け

い
だ
い内
で
に
っ
こ
り
と
微
笑
ん
で
い
ま
す
。

お
参
り
の
際
に
は
お
頭つ

む

を
な
で
て
み
て
下
さ
い
。
愛
く
る
し
い
笑
顔
が
心

を
癒
や
し
、
不
思
議
と
元
気
に
な
り
ま
す
よ
。

亀裂の見つかった現在の吊金具

上寺の梵鐘

大
聖
寺
に
て
集
合
写
真

私
、『
夢
咲
く
地
蔵
』

と
申
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

餘
慶
寺
の
境
内
に
い
る

の
で
見
つ
け
た
ら
頭
を
な

で
て
み
て
ね
。


