
　

福
田
寺
の
本
山
で
あ
る
東
寺
は
、
来
る

二
〇
二
三
年
に
真
言
宗
立
教
開
宗
千
二
百

年
と
い
う
記
念
す
べ
き
年
を
迎
え
ま
す
。

  

総
本
山
東
寺
は
、
７
９
４
年
の
平
安
京

の
造
営
と
共
に
国
立
の
お
寺
と
し
て
建
て

ら
れ
ま
し
た
が
、
８
２
３
年
（
弘
仁
十
四

年
）
に
弘
法
大
師
空
海
和
尚
が
時
の
嵯
峨

天
皇
よ
り
賜
り
ま
し
た
。

  

お
大
師
様
は
修
行
の
道
場
と
し
て
高
野

山
を
開
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
京
の
都
に

東
寺
を
賜
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
東
寺
を
真

言
密
教
の
根
本
道
場
と
定
め
、
真
言
宗
の

教
え
を
弘
め
ら
れ
た
の
で
す
。  

　

お
大
師
様
が
東
寺
を
賜
り
真
言
宗
を
開

か
れ
た
８
２
３
年
（
弘
仁
十
四
年
）
か
ら

数
え
て
丁
度
、
一
千
二
百
年
目
に
当
た

る
の
が
２
０
２
３
年
で
あ
り
ま
す
。
東
寺

並
び
に
そ
の
宗
団
で
あ
る
東
寺
真
言
宗
で

は
、
こ
の
記
念
す
べ
き
年
に
慶
讃
大
法
会

を
修
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

既
に
東
寺
で
は
数
年
前
よ
り
、
こ
の
慶

讃
事
業
の
一
環
と
し
て
文
化
財
で
あ
る
宝

物
の
修
復
、
建
造
物
の
修
理
、
境
内
の
整

備
等
、大
事
業
が
執
り
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
は
お
大
師
様
の
住
坊
で
あ
っ
た
国
宝

の
御
影
堂
（
み
え
ど
う
）
が
３
年
が
か
り

で
修
復
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

お
大
師
様
の
教
え
は
、
奥
深
く
広
大
で

あ
り
ま
す
が
、
一
言
で
言
う
な
れ
ば
「
即

身
成
仏
」
の
教
え
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

私
達
一
人
ひ
と
り
が
こ
の
身
こ
の
ま
ま
で

仏
で
あ
る
と
気
づ
き
感
じ
、
仏
と
し
て
い

き
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
お
大
師
様
の
教
え
を
奉
ず
る
東

寺
真
言
宗
の
根
本
理
念
は
「
鎮
護
国
家
」

「
広
度
衆
生
」
で
あ
り
ま
す
。
真
言
密
教

が
煩
悩
に
ま
み
れ
た
中
に
一
筋
の
光
明
を

見
つ
け
菩
提
へ
と
昇
華
し
て
い
く
煩
悩
即

菩
提
、
絶
望
の
淵
に
立
っ
た
人
生
か
ら
希

望
に
満
ち
た
人
生
へ
の
転
換
を
得
る
大
欲

の
肯
定
、
こ
れ
ら
お
大
師
様
の
教
え
を
実

践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
信
仰
心
を
培
い
、

信
仰
に
基
づ
い
た
平
穏
な
人
生
を
全
て
の

人
々
が
送
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
り
ま

す
。

　

六
年
後
に
迎
え
る
真
言
宗
立
教
開
宗

千
二
百
年
慶
讃
大
法
会
に
向
け
て
、
東
寺

真
言
宗
で
は
，
お
待
ち
受
け
法
会
と
し
て

檀
信
徒
大
会
を
全
国
各
地
で
開
い
て
お
り

ま
す
。

十
一
月
七
日
に
は
関
東
神
奈
川
支
所
と

し
て
小
田
原
市
民
会
館
で
修
行
さ
れ
ま

し
た
。

　

二
〇
二
三
年
に
は
揃
っ
て
総
本
山
東
寺

に
お
参
り
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

発
行
　

　
飯 

田 

山
　
福
　
田
　
寺

　  

住
　
職
　
橋
　
本
　
尚
　
信

神
奈
川
県
小
田
原
市
飯
田
岡
二
五
七

電 

話 

０
４
６
５
（
36
）
２
７
５
５

真
言
宗
立
教
開
宗
千
二
百
年
記
念
法
会

二
〇
二
三
年　

総
本
山
東
寺
で
修
行
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宗
教
と
は
何
か
と
問
う
た
と
き
、
信
仰

心
で
あ
る
と
答
え
て
良
い
く
ら
い
「
宗

教
」
と
「
信
仰
」
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い

関
係
で
あ
る
、
と
い
う
よ
り
も
「
宗
教
」

即
「
信
仰
」
と
い
っ
て
良
い
も
の
だ
と
思

い
ま
す
。
自
分
に
と
っ
て
宗
教
心
が
有
る

か
ど
う
か
は
信
仰
心
が
有
る
か
ど
う
か
と

置
き
か
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う
。

日
本
人
は
宗
教
心
が
乏
し
い
と
か
自
分
は

無
宗
教
者
だ
と
か
云
い
ま
す
が
そ
れ
は
そ

の
ま
ま
信
仰
心
に
乏
し
い
と
い
っ
た
り
信

仰
心
が
無
い
と
い
う
こ
と
と
言
い
換
え
る

こ
と
が
出
来
ま
す
。

  

で
は
、
信
仰
心
と
は
い
っ
た
い
何
な
の

で
し
ょ
う
か
？
。

そ
れ
は
自
分
自
身
が
全
身
全
霊
で
委
ね
る

こ
と
が
出
来
る
「
何
か
」
を
持
っ
て
い
る

か
否
か
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
「
何
か
」

と
は
。
神
で
あ
っ
た
り
仏
で
あ
っ
た
り
，

あ
る
い
は
太
陽
で
あ
っ
た
り
自
然
で
あ
っ

た
り
様
々
で
あ
り
ま
す
が
「
聖
な
る
も

の
」
と
い
う
言
い
方
で
言
い
尽
く
せ
る
よ

う
に
思
え
ま
す
。

全
身
全
霊
で
委
ね
る
と
い
っ
た
り
す
る
と
，

大
げ
さ
で
と
て
も
自
分
で
は
持
っ
て
い
な

い
と
感
じ
る
人
が
大
方
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
、
普
段
は
感
じ
て
い
な
く
て
も
何
か
窮

地
に
追
い
込
ま
れ
た
り
，
運
を
天
に
任
す

と
云
っ
た
場
面
に
出
く
わ
し
た
と
き
、
自

分
自
身
の
全
て
を
「
何
か
」
に
委
ね
る
と

い
っ
た
心
境
に
な
る
こ
と
は
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か

　

普
段
私
た
ち
は
さ
ほ
ど
切
羽
詰
ま
っ
た

生
活
を
し
て
い
な
い
と
感
じ
て
い
る
だ
け

で
、
実
の
と
こ
ろ
一
寸
先
は
何
が
あ
る
か

知
れ
な
い
人
生
を
そ
れ
ぞ
れ
が
歩
ん
で
い

る
の
で
す

言
い
換
え
ま
す
と
私
た
ち
は
常
に
死
の
崖

っ
ぷ
ち
に
立
っ
て
人
生
を
歩
ん
で
い
る
の

で
す
。
こ
の
こ
と
を
常
に
強
く
感
じ
る
な

ら
ば
瞬
時
瞬
時
に
「
聖
な
る
も
の
」
に
身

を
委
ね
る
心
境
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

し
か
し
常
に
そ
の
よ
う
な
意
識
を
持
っ

て
生
き
る
こ
と
は
、
た
だ
悲
観
的
な
生
き

方
に
陥
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。

ま
た
信
仰
心
と
い
う
も
の
が
困
っ
た
時
の

神
頼
み
に
と
ら
え
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
積
極
的
な
生
き
方
か
ら
ま
す
ま

す
遠
ざ
か
り
一
辺
倒
な
他
力
本
願
に
身
を

委
ね
て
し
ま
い
か
ね
ま
せ
ん
。

　

こ
の
ジ
レ
ン
マ
に
陥
ら
ず
、
死
の
崖
っ

ぷ
ち
に
立
ち
な
が
ら
積
極
的
に
生
き
て
行

く
に
は
ど
う
し
た
ら
良
い
の
で
し
ょ
う
。

　

自
分
の
意
志
で
は
ど
う
に
も
し
よ
う
が

無
い
自
然
の
摂
理
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の

か
ら
生
じ
る
現
象
は
、
何
か
に
委
ね
て
し

ま
う
こ
と
で
す
。
そ
の
上
で
自
分
の
意
志

で
出
来
る
こ
と
を
精
一
杯
生
き
る
こ
と
、

そ
れ
は
自
分
の
生
き
方
に
責
任
を
持
つ
こ

と
で
あ
り
自
分
の
生
き
方
に
自
信
を
持
つ

こ
と
が
出
来
る
第
一
歩
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

  

こ
の
委
ね
る
こ
こ
ろ
を
信
心
、
信
仰
心

と
い
っ
て
良
い
と
思
い
ま
す
。

  

信
仰
心
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
自
分

の
生
き
方
を
何
か
に
委
ね
る
こ
と
で
は
無

く
、
逆
に
自
分
の
生
き
方
に
自
分
自
身
が

責
任
を
持
つ
こ
と
で
あ
り
、
悔
い
の
無
い

人
生
を
送
る
た
め
の
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

信
仰
心
と
は
？

（第 40 号）平成 29 年 12 月 25 日　　　　　　　　　　　　　　福田寺だより㈡

🙇



　

タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
た
よ
う
な
言
葉
が
世

の
中
に
氾
濫
し
て
い
ま
す
。
殆
ど
が
こ
れ

ら
に
関
わ
る
業
者
が
自
分
た
ち
の
都
合
の

良
い
よ
う
に
説
明
し
、
誤
っ
た
解
釈
が
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
危
惧
す
る
も
の
で
有
り

ま
す
。

　

例
え
ば
「
永
代
供
養
」
と
は
、
本
来
故

人
の
供
養
を
三
十
三
回
忌
、
百
回
忌
と
永

代
に
亘
っ
て
祠
祭
者
（
寺
院
等
）
に
お
願

い
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
近
年
は

後
々
供
養
し
な
く
て
良
い
も
の
と
解
釈
さ

れ
て
い
ま
す
。「
永
代
供
養
墓
」
に
納
め

れ
ば
後
は
供
養
し
な
く
て
済
む
と
し
て
流

行
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

確
か
に
核
家
族
化
、
少
子
化
が
当
た
り
前

の
社
会
構
造
に
あ
っ
て
、
先
祖
の
あ
り
方

墓
所
の
あ
り
方
が
変
化
す
る
の
は
当
然
の

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
故
人
の
供
養

が
形
式
に
流
さ
れ
軽
ん
じ
ら
れ
て
し
ま
う

こ
と
を
恐
れ
る
の
で
す
。

　

一
番
の
要
点
は
、
供
養
し
て
く
れ
る
祠

祭
者
（
寺
院
等
）
が
あ
る
か
な
い
か
だ
と

思
い
ま
す
。
祠
祭
者
は
供
養
の
専
門
家
で

あ
り
、
何
よ
り
も
永
代
に
亘
っ
て
存
在
し

続
け
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

最
近
は
お
寺
と
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
を

嫌
う
方
も
お
り
ま
す
が
、
そ
の
理
由
は
子

供
に
世
話
を
か
け
さ
せ
た
く
な
い
、
と
い

う
の
が
多
い
よ
う
で
す
。
散
骨
や
樹
木
葬

を
希
望
す
る
の
も
同
じ
発
想
の
様
で
す
。

自
分
た
ち
の
こ
と
は
自
分
た
ち
で
始
末
を

つ
け
て
お
き
た
い
と
の
思
い
で
す
。

　

確
か
に
、
子
供
の
居
な
い
方
、
娘
さ
ん

が
嫁
い
で
し
ま
っ
た
方
、
子
供
は
居
る
が

遠
く
離
れ
て
い
る
方
、
と
い
っ
た
後
の
面

倒
を
見
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
こ
と
が
普

通
の
社
会
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
お
寺
と
の
関
係
は
必
要

な
い
ん
だ
と
結
論
づ
け
る
の
は
い
さ
さ
か

早
計
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

菩
提
寺
を
持
つ
こ
と
に
よ
る
一
家
の
安

心
、
平
安
は
家
族
に
と
っ
て
よ
り
大
切
な

こ
と
だ
と
想
い
ま
す
。

　

跡
継
ぎ
が
居
な
い
，
そ
の
場
合
の
供
養

は
ど
う
し
た
ら
良
い
の
か
、
そ
の
よ
う
な

事
も
含
め
て
常
に
相
談
出
来
る
菩
提
寺
を

持
つ
こ
と
は
、
そ
の
人
に
豊
か
な
人
生
を

与
え
て
く
れ
る
も
の
と
思
い
ま
す
。

　

菩
提
寺
を
持
つ
こ
と
は
檀
家
と
し
て
多

少
の
負
担
は
か
か
り
ま
す
が
安
心
を
得
る

も
の
と
ご
理
解
頂
け
た
ら
有
り
難
く
存
じ

ま
す
。

　
訂 

正

 

昨
年
の
３
９
号
で
東
寺
の
仏
像
を

 

掲
載
致
し
ま
し
た
が
名
称
が
違
っ

 

て
い
ま
し
た
。

   ×

梵
天  

↓　

〇
帝
釈
天

 

同
じ
く
字
の
誤
り

   ×

師
子
相
承
↓
〇
師
資
相
承

永
代
供
養
・
墓
終
い
・
散
骨
・
樹
木
葬
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恒
例
の
新
年
厄
除
け
護
摩
を
二
月
八
日

の
午
後
三
時
よ
り
修
行
致
し
ま
す
。
護
摩

を
焚
く
修
行
は
近
年
い
ろ
い
ろ
な
所
で
さ

れ
て
い
ま
す
が
、
正
統
に
受
け
継
が
れ
て

い
る
の
は
密
教
寺
院
で
あ
り
ま
す
。
福
田

寺
は
、
京
都
・
東
寺
を
本
山
と
す
る
真
言

密
教
の
寺
で
、
創
建
以
来
八
百
八
十
年
の

歴
史
を
刻
ん
で
参
り
ま
し
た
。　
　
　
　

　

檀
家
以
外
の
方
で
も
勿
論
結
構
で
す
の

で
、
皆
様
お
揃
い
で
新
年
の
護
摩
供
養
に

お
参
り
下
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

期
日
・
・
二
月
八
日
、
午
後
三
時
よ
り

祈
祷
料
・
・
三
千
円

祈
祷
内
容
・
・
厄
難
消
除
（
厄
除
け
）
、

　

身
体
健
全
、
病
魔
退
散
、
家
内
安
全
、

　

交
通
安
全
、
商
売
繁
盛
、
業
運
繁
栄
、

 
 

学
業
成
就
、
合
格
祈
願
、
安
産
祈
願
、

　

子
授
け
祈
願
、
そ
の
他

申
込
み
・
・
一
月
末
日
ま
で
、
電
話
可

電
話　

０
４
６
５
（
３
６
）
２
７
５
５

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
４
６
５
（
３
７
）
６
６
８
８

　

男
性
（
大
厄
）

　
　

前
厄　

昭
和
五
十
三
年
生
ま
れ

　
　

本
厄 

 

昭
和
五
十
二
年
生
ま
れ

　
　

後
厄 

 

昭
和
五
十
一
年
生
ま
れ

　
　
　

 

（
厄
〉
平
成
六
年
、

　
　
　
　

 
 

　

昭
和
三
十
三
年
生
ま
れ

　

女
性
〈
大
厄
〉

　
　

前
厄 

 

昭
和
六
十
二
年
生
ま
れ

　
　

本
厄 

 

昭
和
六
十
一
年
生
ま
れ

　
　

後
厄 

 

昭
和
六
十
年
生
ま
れ

　
　
　

 

（
厄
）
平
成
十
二
年
、

　
　
　
　
　
　

昭
和
五
十
七
年
生
ま
れ

　

仏
教
相
談

 
 

　
　

誰
で
も
気
軽
に
ど
う
ぞ

　

勿
論
檀
家
さ
ん
以
外
の
方
で
も

　

仏
事
に
関
し
て
、

　

ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
？

　

ど
ん
な
些
細
な
こ
と
で
も

　

ご
相
談
下
さ
い
。
勿
論
無
料
。

　
　

電
話
０
４
６
５(

３
６)

２
７
５
５

 
 
 
  

　
　
　
福
　
田
　
寺

　
元
旦
祈
願

　

除
夜
の
鐘
と
と
も
に
、
本
堂
の
扉
を
開

け
て
お
き
ま
す
。

午
前
０
時
よ
り
１
時
ま
で
、
住
職
に
よ
り

新
年
の
ご
祈
祷
が
修
法
さ
れ
ま
す
。
ご
自

由
に
参
拝
く
だ
さ
い
。

　
暮
れ
の
お
参
り 

🙏

　

古
い
護
摩
札
や
お
守
り
な
ど
は'

暮
れ

の
お
参
り
の
時
に
、
本
堂
入
り
口
に
用
意

さ
れ
た
納
め
場
所
に
納
め
て
下
さ
い
。
特

に
大
き
な
も
の
や
、
燃
え
な
い
も
の
は
連

絡
く
だ
さ
い
。

　
年
回
の
お
知
ら
せ

　

来
年
度
の
年
忌(

年
回)

法
要
の
張
り
紙

を
本
堂
に
掲
げ
て
お
き
ま
す
の
で
暮
れ
の

お
参
り
の
と
き
に
自
分
の
家
の
年
忌
を
確

認
し
て
下
さ
い
。

年
忌
に
相
当
し
て
い
る
場
合
、
法
要
の
日

取
り
を
早
め
に
連
絡
し
て
下
さ
い
。

　

　
◆
お
願
い
◆

　

境
内
で
車
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
て

い
ま
す
の
で
「
車
止
め
」
内
は
配
送
車
以
外

進
入
し
な
い
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

護 

摩 

供 

養 

会

（第 40 号）平成 29 年 12 月 25 日　　　　　　　　　　　　　　福田寺だより㈣

二
月
八
日
午
後
三
時
よ
り
修
業

　
　
　
　
　（
申
込
み
受
付
中
）

平
成
三
十
年
　
厄
年

🙇

🙅


