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新
緑
の
若
葉
が
美
し
く
輝
く
季
節
と
な
り
ま
し
た
。
最
近
は
、
気
候
の
変
動
が

激
し
く
五
月
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
冷
え
込
む
日
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
や
は

り
こ
の
時
期
は
、
一
年
の
う
ち
で
も
っ
と
も
気
持
ち
良
く
過
ご
せ
る
よ
う
に
感
じ

ま
す
。 

 

五
月
晴
れ
の
空
の
も
と
若
葉
の
鮮
や
か
さ
は
生
き
生
き
と
目
に
映
り
、
そ
の
み

ず
み
ず
し
さ
は
溢
ん
ば
か
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
放
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
人
間
で

い
う
と
幼
少
期
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
幼
子
が
青
少
年
に
成
長
し
て
い

く
よ
う
に
、
や
が
て
訪
れ
る
夏
に
は
枝
葉
を
ぐ
ん
ぐ
ん
と
伸
ば
し
な
が
ら
色
濃
く

た
く
ま
し
く
な
り
、
秋
に
は
実
を
つ
け
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
冬
に
は
、
枯
れ

た
葉
を
落
と
し
土
に
栄
養
を
与
え
て
い
く
の
で
す
ね
。 

 

今
は
こ
ん
な
に
輝
い
て
い
る
若
葉
も
、
と
き
を
迎
え
る
と
そ
の
葉
を
落
と
し
、 

や
が
て
は
朽
ち
て
土
と
な
り
養
分
と
な
っ
て
い
く
。
植
物
も
人
間
も
必
ず
最
後
を

迎
え
る
と
き
が
き
ま
す
。 

「
諸
行
無
常
」・
・
・
今
よ
り
二
千
五
百
年
前
、
釈
尊
が
説
か
れ
た
こ
の
教
え
は
、

ず
っ
と
変
わ
ら
な
い
事
実
で
す
。
そ
れ
で
も
な
お
、
若
葉
の
初
々
し
さ
を
微
笑
ま

し
く
感
じ
る
の
は
、
私
た
ち
が
い
づ
れ
は
最
後
を
迎
え
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か

ら
こ
そ
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

以
前
に
も
ご
紹
介
し
た
こ
と
の
あ
る
「
百
歳
の
詩
人
」
と
し
て
知
ら
れ
る
柴
田

ト
ヨ
さ
ん
が
、
一
月
二
十
日
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
百
一
歳
で
し
た
。 

 

九
十
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
詩
作
に
挑
戦
さ
れ
た
柴
田
さ
ん
の
詩
は
、
若
葉
の
よ
う

に
純
粋
で
す
。
そ
の
ひ
と
つ
に
「
目
を
閉
じ
て
」
と
い
う
作
品
が
あ
り
ま
し
た
の

で
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
幼
い
頃
の
記
憶
は
、
年
を
重
ね
て
か
ら
心
の

栄
養
と
な
り
、
そ
の
心
で
見
て
感
じ
た
こ
と
は
、
言
葉
や
存
在
を
と
お
し
て
周
り

に
い
る
も
の
の
心
に
栄
養
を
与
え
て
く
れ
る
・
・
・
そ
ん
な
風
に
感
じ
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。 

 
 

目目目目
をををを
閉閉閉閉
じ
て
じ
て
じ
て
じ
て    

 
 

 

目
を
閉
じ
る
と 

お
さ
げ
髪
の
私
が 

元
気
に
か
け
ま
わ
っ
て
い
る 

 

私
を
呼
ぶ 

母
の
声 

 
 

 

空
を
流
れ
る 

白
い
雲 

何
処
ま
で
も
広
い 

菜
の
花
畑 

 
 

 

九
十
二
歳
の
今 

目
を
閉
じ
て
見
る 

 

ひ
と
と
き
の
世
界
が 

と
て
も 

楽
し
い 

』 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
(

『
く
じ
け
な
い
で
』
よ
り) 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

            

●●●●
今
月
今
月
今
月
今
月
の
こ
と
ば

の
こ
と
ば

の
こ
と
ば

の
こ
と
ば
●●●●    

い
つ
も
寺
院
に
配
布
さ
れ
る
本
願
寺
新
報
に
て
現
在
の
ご
門
主
が
来
年
六
月
に

ご
退
任
さ
れ
、
新
門
さ
ま
が
法
統
を
継
承
さ
れ
第
二
十
五
代
門
主
に
就
任
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

立
教
開
宗
記
念
法
要
（
春
の
法
要
）
最
終
日
に
あ
た
る
四
月
十
五
日
の
法
要
後
、

ご
門
主
は
「
重
大
な
決
意
」
と
し
て
満
堂
の
参
拝
者
を
前
に
「
お
言
葉
」
を
述
べ

ら
れ
、
来
年
六
月
五
日
を
も
っ
て
本
願
寺
住
職
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
門
主
を
退

任
さ
れ
る
こ
と
を
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
宗
祖
親
鸞
聖
人
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た

法
統
は
新
門
さ
ま
が
継
承
さ
れ
、
第
二
十
五
代
門
主
（
本
願
寺
住
職
）
に
就
任
さ

れ
ま
す
。
こ
れ
を
受
け
、
新
門
さ
ま
が
お
言
葉
を
発
表
さ
れ
ま
し
た
。 

◆◆◆◆
五五五五
月月月月
のののの
行
事
行
事
行
事
行
事
◆◆◆◆    

 

・ 

五
月
十
二
日
（
日
） 西

光
寺

西
光
寺

西
光
寺

西
光
寺
総
会
総
会
総
会
総
会    

午
後
七
時
よ
り 

 
 

 
 

 
 

西
光
寺
本
堂 

 



「
こ
の
度
、
二
〇
一
四
年
六
月
に
法
統
を
継
承
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
親
鸞

聖
人
が
『
教
行
信
証
』
を
著
さ
れ
て
以
来
、
七
九
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
浄
土
真
宗

の
み
教
え
が
受
け
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。
阿
弥
陀
如
来
の
は
た
ら
き
に
よ
り
、
私

の
も
つ
自
己
中
心
性
を
自
覚
し
な
が
ら
、
自
己
と
他
者
を
平
等
に
尊
重
す
る
浄
土

真
宗
の
生
き
方
は
、
混
迷
す
る
社
会
に
あ
っ
て
大
切
な
も
の
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

 

今
後
と
も
、
浄
土
真
宗
の
歴
史
を
真
摯
に
見
つ
め
、
次
世
代
へ
と
教
え
が
伝
わ

る
よ
う
精
い
っ
ぱ
い
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。
」 

 

ご
門
主
の
退
任
を
受
け
て
、
新
門
さ
ま
へ
本
願
寺
住
職
（
門
主
）
を
引
き
継
ぐ 

「
法
統
継
承
式
」
が
本
願
寺
で
執
り
行
わ
れ
、
そ
の
後
、「
伝
灯
奉
告
法
要
」
を
営

む
た
め
の
諸
準
備
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

私
も
西
光
寺
住
職
と
し
て
は
や
二
年
と
な
り
ま
し
た
。
本
願
寺
で
の
新
た
な
第

一
歩
を
身
近
に
感
じ
、
私
自
身
も
住
職
と
し
て
こ
れ
か
ら
も
日
々
精
進
さ
せ
て
頂

き
、
努
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。 

              

◆
先
月
先
月
先
月
先
月
のののの
報
告
報
告
報
告
報
告
◆◆◆◆    

    

①
四
月
六
日
（
土
）
午
後
一
時
半
よ
り
追
弔
会
法
要
、
引
き
続
き
午
後
二
時
・
午

後
七
時
よ
り
春
季
永
代
経
法
要
を
西
光
寺
本
堂
に
て
厳
修
致
し
ま
し
た
。 

 

午
後
一
時
半
か
ら
の
追
弔
会
は
、
昨
年
度
に
亡
く
な
ら
れ
た
西
光
寺
講
講
員
の

八
名
の
方
々
を
偲
ば
せ
て
頂
き
な
が
ら
、
同
じ
仲
間
に
思
い
を
よ
せ
な
が
ら
皆
様

で
阿
弥
陀
経
の
お
勤
め
・
お
焼
香
を
い
た
し
ま
し
た
。 

 

引
き
続
き
午
後
二
時
・
午
後
七
時
と
春
季
永
代
経
法
要
（
正
信
偈
）
を
厳
修
さ

せ
て
頂
き
ま
し
た
。
こ
の
度
の
ご
法
話
の
ご
縁
を
頂
き
ま
し
た
本
願
寺
派
布
教
使 

牧
教
寿
師
の
お
話
、
優
し
い
お
言
葉
で
わ
か
り
や
す
く
聞
き
や
す
か
っ
た
と
い
う

お
声
を
皆
様
か
ら
頂
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

②
四
月
二
十
日
（
土
）
午
後
七
時
よ
り
西
光
寺
本
堂
に
て
今
年
度
役
員
会
を
行
い

ま
し
た
。
皆
様
で
讃
佛
偈
の
お
勤
め
を
し
、
今
年
度
行
事
報
告
・
役
員
表
の
説
明
・

会
計
報
告
を
行
い
、
五
月
十
二
日
の
総
会
に
向
け
て
の
皆
様
の
承
諾
を
得
ま
し
た

の
で
こ
こ
で
ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
そ
し
て
今
ま
で
通
り
の
役
員
の
皆

様
・
今
年
度
新
役
員
の
皆
様
、
今
年
一
年
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 
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ご開山  親鸞聖人 

第二代  如信上人 

第三代  覚如上人 

第四代  善如上人 

第五代  綽如上人 

第六代  巧如上人 

第七代  存如上人 

第八代  蓮如上人 

第九代  実如上人 

第十代  証如上人 

第十一代 顕如上人 

第十二代 准如上人 

第十三代 良如上人 

第十四代 寂如上人 

第十五代 住如上人 

 

第十六代  湛如上人 

第十七代  法如上人 

第十八代  文如上人 

第十九代  本如上人 

第二十代  広如上人 

第二十一代 明如上人 

第二十二代 鏡如上人 

第二十三代 勝如上人 

第二十四代 即如上人 

第二十五代 専如上人 


