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宗
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〇
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忌
記
念

高
山
教
区
・
高
山
別
院
　
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
五
〇
回
御
遠
忌
推
進
委
員
会

日
時　

二
〇
一
七
年
十
二
月
十
一
日
（
月
）　

午
後
一
時
半

会
場　

真
宗
本
廟
（
東
本
願
寺
）

開
式
の
こ
と
ば

真
宗
々
歌

宗
務
総
長
挨
拶

御
遠
忌
委
員
長
挨
拶

鍬
入
れ
式

感
謝
状
授
与

荘
川
桜
植
樹
に
寄
せ
て

恩
徳
讃

閉
式
の
こ
と
ば

念
仏
桜　

―

　
「
荘
川
桜
」 

真
宗
本
廟
植
樹
に
寄
せ
て

高
山
別
院
輪
番　

三
島　

多
聞

み
し
ま

た
も
ん

「
桜
」と
い
う
と
、先
ず「
桜
前
線
」の
報
道
を
聴
い
て
桜
を
意
識
し
始
め
ま
す
。そ
の
意
識
は「
春
」で
す
。長
い
冬
の
終
わ
り
を
実
感
し
、心
身
の

固
さ
が
解
き
放
た
れ
て
い
く
喜
び
が
自
然
に
湧
い
て
き
ま
す
。そ
し
て〝
さ
く
ら
〞と
口
ず
さ
む
と
き
、春
の
喜
び
が
身
を
包
み
ま
す
。

私
は
四
十
五
年
ほ
ど
前
、台
湾
は
師
範
大
学
研
究
所
に
三
年
ば
か
り
留
学
し
て
い
ま
し
た
。時
に
日
本
が
恋
し
く
な
る
と
、〝
さ
く
ら
〞の
歌
が

静
か
に
口
を
突
い
て
出
て
き
ま
し
た
。完
全
に〝
日
本
〞を
憶
い
出
す
旋
律
で
す
。日
本
の
田
園
が
浮
か
び
、川
岸
の
桜
の
下
に
居
る
自
分
を
感
覚

し
ま
す
。そ
の
時
、私
の
こ
こ
ろ
は
日
本
に
帰
っ
て
い
ま
し
た
。以
前
テ
レ
ビ
で
、原
発
事
故
に
あ
っ
た
福
島
の
、一
時
避
難
先
か
ら
帰
る
こ
と
の

で
き
な
い
地
域
の「
桜
」が
満
開
に
な
っ
て
い
る
の
を
見
ま
し
た
。人
々
の
生
活
の
な
い
と
こ
ろ
で
咲
く
桜
は
さ
び
し
い
風
景
と
な
っ
て
い
ま
し

た
。一
時
避
難
し
て
い
る
方
の
言
葉
が
印
象
的
で
し
た
。〝
あ
の
桜
の
も
と
に
必
ず
帰
る
〞と
。

荘
川
の
桜
は
冬
を
堪
え
て
き
ま
し
た
。雪
深
い
冬
の
間
、荘
川
桜
は
お
寺
の
法
座
、報
恩
講
の
声
明
を
聞
い
て
育
っ
て
き
ま
し
た
。荘
川
桜
の
子

孫
が
、こ
の
た
び
宗
祖
親
鸞
聖
人
七
五
〇
回
御
遠
忌
を
縁
に
ご
本
山
へ
植
樹
さ
れ
る
話
が
持
ち
あ
が
り
、今
般
、そ
の
念
願
が
か
な
う
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。荘
川
桜
の
先
祖
の
よ
う
に
大
樹
と
な
っ
て
、ご
本
山
参
詣
の
人
々
に
仰
ぎ
見
ら
れ
、称
名
念
仏
の
ひ
び
き
と
共
に
願
生
浄
土
の
こ
こ

ろ
が
悲
引
さ
れ
る
こ
と
を
念
ず
る
ば
か
り
で
あ
り
ま
す
。

親
鸞
聖
人
の
も
と
へ　

―

　
「
荘
川
桜
」 

真
宗
本
廟
植
樹

高
山
教
区
・
高
山
別
院　

宗
祖
親
鸞
聖
人
七
五
〇
回
御
遠
忌
推
進
委
員
会　

委
員
長　

小
原
正
憲

高
山
教
区
・
高
山
別
院
で
は
、別
院
本
堂
の
御
修
復
を
完
遂
し
、真
宗
の
念
仏
が
こ
れ
か
ら
も
相
続
さ
れ
て
い
く

大
き
な
節
目
と
し
て
、二
〇
一
九
年
五
月
、宗
祖
親
鸞
聖
人
七
五
〇
回
御
遠
忌
法
要
を
厳
修
い
た
し
ま
す
。

飛
騨
真
宗
の
歴
史
を
紐
解
く
と
き
、親
鸞
聖
人
と
高
山
別
院（
飛
騨
御
坊 

照
蓮
寺
）の
開
基
で
あ
る
嘉
念
坊
善

俊
上
人
と
の
伊
豆
三
島
で
の
出
遇
い
が
語
ら
れ
ま
す
。親
鸞
聖
人
の
も
と
を
発
っ
た
嘉
念
坊
善
俊
上
人
は
、諸
国

行
脚
の
最
後
に
縁
あ
っ
て
飛
騨
に
招
か
れ
、白
川
郷
鳩
ケ
谷
の
地
に
道
場
を
築
か
れ
ま
す
。飛
騨
に
真
宗
の
教
え

が
根
づ
き
広
ま
る
こ
と
と
な
る
起
点
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。蓮
如
上
人
の
こ
ろ
、一
時
断
絶
の
危
機
は
あ
っ
た
も

の
の
、荘
川
中
野
の
地
に
照
蓮
寺
と
し
て
再
興
さ
れ
、さ
ら
に
照
蓮
寺
を
中
心
道
場
と
し
て
、飛
騨
各
地
に
念
仏
の

道
場
が
開
か
れ
て
い
き
ま
し
た
。

こ
の
流
れ
を
持
つ
飛
騨
真
宗
の
歴
史
に
寄
り
添
っ
て
き
た
生
き
証
人
と
し
て
、昭
和
三
十
年
代
に
御
母
衣
ダ
ム

建
設
の
た
め
、荘
川
中
野
の
照
蓮
寺
と
光
輪
寺
の
境
内
地
か
ら
現
在
の
地
に
移
植
さ
れ
た「
荘
川
桜
」が
あ
り
ま

す
。樹
齢
五
〇
〇
年
と
も
い
わ
れ
る
二
本
の「
荘
川
桜
」の
か
た
わ
ら
に
は
、嘉
念
坊
善
俊
上
人
の
像
が
建
て
ら
れ

て
い
ま
す
。

こ
の
た
び
、高
山
教
区
・
高
山
別
院
の
宗
祖
御
遠
忌
記
念
事
業
と
し
て
、親
鸞
聖
人
そ
し
て
嘉
念
坊
善
俊
上
人
の

精
神
を
後
世
に
わ
た
り
お
伝
え
し
て
い
く
こ
と
を
願
い
、「
荘
川
桜
」の
真
宗
本
廟
植
樹
式
が
執
り
行
な
わ
れ
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。荘
川
組
、白
川
組
を
は
じ
め
教
区
内
か
ら
お
声
を
上
げ
て
い
た
だ
き
、ま
た
、宗
派
の
ご
理
解

を
賜
り
植
樹
式
と
ま
で
な
り
ま
し
た
こ
と
、こ
こ
に
衷
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

私
た
ち
飛
騨
人
に
と
り
ま
し
て
は
、嘉
念
坊
善
俊
上
人
が
親
鸞
聖
人
の
も
と
へ
来
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
心
持

で
、こ
の
た
び
の
植
樹
式
に
臨
め
れ
ば
と
思
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。そ
し
て
、「
荘
川
桜
」の
植
樹
を
機
縁
と
し
て
、

飛
騨
と
真
宗
本
廟
と
の
間
で
、お
念
仏
の
心
の
通
い
あ
い
が
さ
ら
に
深
ま
っ
て
ま
い
り
ま
す
こ
と
を
念
じ
て
や
み

ま
せ
ん
。

（
東
本
願
寺
）

か
ね
ん
ぼ
う
ぜ
ん

お
は
ら
ま
さ
の
り

ひ
も
と

お
も

せ
ん
り
つ

し
ょ
う
み
ょ
う

は

と

が

や

あ
ん
ぎ
ゃ

み

ぼ

ろ

し
ゅ
ん
し
ょ
う
に
ん

で

あ



い
ま
は
、御
母
衣
ダ
ム
の
湖
底
深
く
沈
ん
で
い
る

荘
川
村
中
野
の
照
蓮
寺
と
光
輪
寺
の
境
内
、か
つ
て

は
そ
こ
に
生
い
茂
っ
て
い
た
巨
桜
二
本
が
、湖
畔
に

移
植
さ
れ
毎
年
春
爛
漫
の
花
を
咲
か
せ
、白
川
郷
の

古
い
歴
史
と
飛
騨
真
宗
発
祥
の
昔
を
し
の
ば
せ
て

く
れ
る
。こ
の
桜
は
い
ず
れ
も
ア
ズ
マ
ヒ
ガ
ン
ザ
ク

ラ
で
、樹
齢
お
よ
そ
五
百
年
と
い
う
か
ら
、そ
の
昔
、

照
蓮
寺
や
光
輪
寺
建
立
の
際
、苗
木
と
し
て
植
え
ら

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。と
も
に
高
さ
三
十
メ
ー
ト

ル
、幹
の
周
り
六
メ
ー
ト
ル
と
い
う
巨
桜
で
あ
る
。

こ
の
荘
川
桜
こ
そ
、ダ
ム
水
没
住
民
に
と
っ
て
は
唯

一
の
故
郷
の
名
残
り
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、白
川

郷
住
民
に
と
っ
て
も
、老
桜
の
移
植
に
ま
つ
わ
る
秘

話
は
、な
が
く
後
世
に
語
り
つ
が
れ
る
べ
き
美
し
い

桜
も
の
が
た
り
で
あ
る
。

昭
和
二
十
七
年
十
月
十
八
日
、突
然
御
母
衣
ダ
ム

建
設
の
こ
と
が
政
府
か
ら
発
表
さ
れ
た
。過
去
数
百

年
の
間
、平
和
で
静
か
な
た
た
ず
ま
い
を
つ
づ
け
て

き
た
白
川
郷
民
に
と
っ
て
は
、未
曽
有
の
出
来
事
で

あ
っ
た
。中
野
校
下
五
集
落
が
全
部
湖
底
に
沈
む
と

あ
っ
て
は
、地
元
民
の
驚
き
と
嘆
き
は
言
語
に
絶
し

た
。死
を
決
し
て
ま
で
も
ダ
ム
建
設
に
反
対
せ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
。故
郷
を
憶
う
純
情
と
死
活
に
か
か

わ
る
こ
の
反
対
運
動
は
、長
年
に
わ
た
っ
て
幾
多
の

曲
折
が
あ
っ
た
が
、昭
和
三
十
四
年
の
秋
、電
源
開

発
会
社
と
の
間
に
妥
協
が
成
立
し
、反
対
期
成
同
盟

死
守
会
が
解
散
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、そ
の
解
散
式

当
日
、現
地
を
訪
れ
た
同
会
社
の
初
代
総
裁
だ
っ
た

高
碕
達
之
助
氏
は
、式
が
終
っ
た
あ
と
、や
が
て
湖

底
に
沈
む
集
落
を
回
っ
て
、深
い
愛
惜
に
胸
を
い
た

め
な
が
ら
ふ
と
中
野
の
光
輪
寺
に
立
ち
寄
っ
た
。そ

の
時
、高
碕
氏
の
目
に
と
ま
っ
た
の
が
境
内
の
老
桜

で
あ
っ
た
。高
碕
氏
は
通
産
大
臣
も
務
め
た
こ
と
が

あ
り
、人
格
高
潔
の
名
を
も
っ
て
知
ら
れ
た
人
で

あ
っ
た
。ま
た
自
然
を
こ
よ
な
く
愛
し
、特
に
植
物

に
深
い
愛
情
と
興
味
を
も
た
れ
て
い
て
、自
宅
に
は

植
物
研
究
室
が
あ
っ
た
と
い
う
。そ
の
高
碕
氏
が
ま

さ
に
水
没
し
よ
う
と
す
る
こ
の
巨
桜
を
な
が
め
、い

か
に
も
愛
惜
に
耐
え
な
い
面
持
ち
で
あ
っ
た
と
は
、

当
時
氏
に
同
行
し
て
い
た
若
山
芳
枝
さ
ん
の
述
懐

で
あ
る
。宿
舎
へ
帰
っ
て
か
ら
、な
ん
と
し
て
で
も
、

あ
の
桜
の
い
の
ち
を
助
け
ね
ば
な
ら
ん
と
、彼
女
に

そ
の
決
意
を
も
ら
さ
れ
た
と
い
う
。こ
れ
こ
そ
、高

碕
氏
の
愛
情
に
生
き
た
桜
と
し
て
村
び
と
に
語
り

つ
が
れ
る
荘
川
桜
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

高
碕
氏
は
さ
っ
そ
く
東
京
に
帰
っ
て
、い
く
た
り

か
の
大
学
の
専
門
家
を
訪
ね
、移
植
の
こ
と
を
相
談

し
て
み
た
が
、誰
ひ
と
り
賛
成
し
て
く
れ
る
人
が
な

く
、か
え
っ
て
そ
の
無
謀
さ
を
笑
わ
れ
た
と
い
う
。

氏
は
困
惑
し
て
、数
日
の
間
、考
え
こ
ん
で
い
た
が
、

当
時
神
戸
市
に
お
住
ま
い
の
桜
博
士
と
い
わ
れ
た

笹
部
新
太
郎
翁
の
こ
と
を
思
い
出
し
、わ
ざ
わ
ざ
神

戸
に
笹
部
氏
を
訪
ね
、そ
の
念
願
を
打
ち
あ
け
、移

植
に
力
を
貸
し
て
ほ
し
い
と
熱
心
に
頼
み
こ
ん
だ
。

笹
部
氏
は
す
で
に
齢
七
十
を
越
し
た
老
大
家
で
、一

生
を
桜
の
研
究
に
打
込
ん
で
き
た
人
で
あ
る
。高
碕

氏
の
話
を
じ
い
っ
と
聞
い
て
い
た
が
、そ
の
桜
に
対

す
る
愛
情
の
深
さ
に
感
動
し
た
。し
か
し
、五
百
年

も
経
っ
た
老
桜
の
移
植
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、世
界

に
も
か
つ
て
例
の
な
い
こ
と
だ
し
、む
し
ろ
そ
れ
が

可
能
と
し
て
も
、奇
蹟
に
類
す
る
こ
と
で
あ
る
。笹

部
氏
は
老
齢
で
も
あ
り
と
う
て
い
そ
の
任
で
は
な

い
と
、い
っ
た
ん
は
断
っ
て
み
た
も
の
の
、高
碕
氏

の
切
々
た
る
桜
へ
の
愛
情
と
、水
没
住
民
に
対
す
る

せ
め
て
も
の
心
の
つ
ぐ
な
い
に
と
、あ
れ
ほ
ど
ま
で

に
懇
願
す
る
そ
の
申
入
れ
を
、こ
れ
以
上
む
げ
に
拒

み
つ
づ
け
る
こ
と
は
ど
う
し
て
も
で
き
な
か
っ
た
。

事
業
の
た
め
な
ら
遺
跡
を
こ
わ
し
、名
木
を
伐
る

ぐ
ら
い
の
こ
と
は
、あ
た
り
ま
え
の
こ
と
と
考
え
て

い
る
現
代
で
は
な
い
か
。御
母
衣
ダ
ム
建
設
と
い
う

大
事
業
を
遂
行
す
る
電
発
会
社
の
総
裁
、し
か
も
い

ま
は
既
に
そ
の
職
を
退
い
て
い
る
高
碕
達
之
助
氏

で
あ
る
。そ
の
人
が
私
財
を
投
げ
う
っ
て
、こ
の
老

桜
の
い
の
ち
を
救
い
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。笹
部

氏
は
奇
蹟
と
も
み
え
る
こ
の
難
事
業
に
、わ
が
命
を

か
け
る
決
心
を
し
、老
躯
を
ひ
っ
さ
げ
て
現
地
に
赴

い
た
の
で
あ
る
。こ
の
こ
と
が
電
発
側
の
耳
に
入

り
、両
寺
の
桜
の
移
植
に
協
力
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

移
植
は
、五
百
人
の
人
夫
を
動
員
し
て
は
じ
ま
っ

た
。ま
た
笹
部
氏
の
懇
請
に
動
か
さ
れ
た
当
時
日
本

一
と
い
う
庭
師
丹
羽
政
光
氏
が
、選
り
ぬ
き
の
植
木

職
十
人
を
引
き
連
れ
て
現
地
に
乗
り
こ
ん
だ
。

電
発
会
社
は
十
五
ト
ン
の
ク
レ
ー
ン
車
二
台
、三

十
ト
ン
の
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
二
台
、四
十
ト
ン
車
一
台

を
提
供
し
て
く
れ
た
。

樹
幹
や
枝
を
藁
縄
で
て
い
ね
い
に
巻
き
、五
メ
ー

ト
ル
も
張
っ
て
い
る
根
を
伐
っ
て
、直
径
五
メ
ー
ト

ル
の
根
回
り
は
完
全
に
巻
か
れ
た
。重
さ
四
十
ト
ン

と
い
う
巨
大
な
桜
を
鉄
橇
に
の
せ
て
、運
搬
の
た
め

新
た
に
造
っ
た
路
を
、コ
ロ
を
使
っ
て
ブ
ル
が
少
し

ず
つ
引
き
ず
っ
て
、山
の
中
腹
、現
在
の
展
望
台
の

あ
る
地
点
ま
で
約
二
百
メ
ー
ト
ル
を
曳
き
あ
げ
た

の
で
あ
る
。

植
林
史
上
、か
つ
て
な
い
大
が
か
り
な
移
植
で

あ
っ
た
。世
の
植
物
学
者
が
い
っ
せ
い
に
そ
の
無
謀

さ
を
笑
っ
た
の
も
無
理
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。あ

く
る
年
の
四
月
、人
び
と
の
見
守
る
な
か
で
、細
枝

に
や
わ
ら
か
い
芽
が
出
た
。そ
し
て
ポ
ツ
ッ
、ポ

ツ
ッ
と
花
を
つ
け
た
。桜
は
ま
さ
に
活
着
し
た
の
で

あ
る
。笹
部
氏
の
蘊
蓄
を
傾
け
て
の
努
力
が
芽
吹
い

た
の
で
あ
る
。そ
れ
か
ら
日
を
追
っ
て
桜
は
元
気
に

な
り
、年
々
す
こ
し
の
衰
え
も
み
せ
ず
、現
在
で
は

か
つ
て
両
寺
の
境
内
に
あ
っ
た
と
き
の
よ
う
に
、毎

年
美
し
い
花
が
咲
く
よ
う
に
な
っ
た
。

御
母
衣
ダ
ム
の
完
成
祝
い
に
、水
没
住
民
が
移
転

先
き
か
ら
招
待
を
受
け
て
、い
ま
は
水
没
し
た
故
郷

を
訪
れ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。一
行
の
バ
ス
が
湖

畔
に
そ
び
え
る
荘
川
桜
の
あ
た
り
に
さ
し
か
か
る

と
、ひ
と
り
の
老
婆
が
、突
然
大
声
で「
お
ー
い
、タ

ノ
ム
ワ
ー
イ
、タ
ノ
ム
ワ
ー
イ
」と
叫
ん
で
よ
よ
と

泣
き
く
ず
れ
た
ら
、同
乗
の
み
ん
な
が
い
っ
し
ょ
に

泣
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。（
元
荘
川
村
長
・
故
柳
場

松
吉
氏
談
）

「
タ
ノ
ム
ワ
ー
イ
」と
叫
ん
だ
そ
の
こ
と
ば
は
、感

激
の
と
っ
さ
の
声
で
、こ
こ
水
没
住
民
で
な
け
れ
ば

出
て
こ
な
い
叫
び
で
あ
っ
た
。イ
ン
ド
の
観
光
客
の

一
行
が
阿
蘇
山
に
登
っ
て
、そ
の
す
さ
ま
じ
い
噴
火

口
を
み
て
感
き
わ
ま
り
、誰
い
う
と
な
く「
ア
ミ

ダ
ー
、ア
ミ
ダ
ー
」と
叫
ん
だ
と
い
う
が
、そ
れ
に
も

似
て
い
る
叫
び
声
は
、先
祖
代
々
な
が
く
培
わ
れ
て

き
た
手
次
寺
照
蓮
寺
や
光
輪
寺
の
教
化
の
あ
ら
わ

れ
か
も
し
れ
な
い
。

水
上
勉
氏
の『
桜
守
』の
中
に
、二
本
の
桜
が
新
し

い
枝
を
張
っ
て
芽
ぶ
い
た
若
葉
の
あ
い
ま
か
ら
、う

す
桃
色
の
美
し
い
花
を
の
ぞ
か
せ
て
、春
風
に
ゆ
れ

て
い
る
と
き
、こ
の
桜
の
根
元
で
弁
当
を
ひ
ら
い
て

い
る
一
組
の
老
夫
婦
が
、日
の
暮
れ
る
ま
で
、じ

い
っ
と
そ
こ
に
い
て
、陽
が
か
げ
り
は
じ
め
る
と
、

桜
の
根
に
手
を
あ
て
て
泣
い
て
い
る
情
景
が
書
か

れ
て
い
る
が
、さ
も
あ
ろ
う
と
推
察
で
き
る
。そ
れ

ほ
ど
ま
で
に
断
ち
が
た
い
故
郷
へ
の
愛
着
と
、親
、

子
、孫―

幾
世
代
こ
の
桜
の
下
を
く
ぐ
っ
て
寺
詣
り

を
し
て
き
た
こ
と
か
。そ
の
想
い
出
は
、両
寺
の
門

徒
で
な
く
て
は
わ
か
ら
な
い
に
し
て
も
、日
本
人
の

心
の
ふ
る
さ
と
を
い
つ
ま
で
も
語
り
つ
づ
け
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。

湖
畔
に
は
高
碕
達
之
助
氏
の
荘
川
桜
歌
碑
が
建

て
ら
れ
て
い
る
。

ふ
る
さ
と
は
水
底
と
な
り
つ
移
し
来
し

こ
の
老
桜
咲
け
と
こ
し
え
に
　

―

高
碕
達
之
助
翁
作―

『
荘
川
村
史（
上
）』参
照

桜

も

の

が

た

り
　

｜

荘

川

桜

秘

話

｜

移植前の光輪寺桜と（左）と照蓮寺桜（右）水没前の中野の様子移植作業中の照蓮寺桜移植作業水没記念碑除幕式
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