
寺

報

令
和
六
年
七
月
一
日

発
行

静
岡
市
清
水
区
谷
田

東
光
寺
だ
よ
り

第
二
十
六
号

曹
洞
宗

谷
田
山
東
光
寺

、

お
寺
は
最
高
の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト

そ
れ
を
『
天
人
合
一
』
と
言
い
ま
す
。
天
と
人
は
宇
宙
と

て
も
一
切
殺
傷
痕
が
な
い
ん
で

一
体
に
な
っ
て
大
自
然
と
一
体
に
な
っ
て
生
き
る
と
い
う
こ

す
。
そ
れ
が
弥
生
時
代
に
な
る

今
年
の
春
彼
岸
会
法
要
後
に
、
法
幢
寺
（
葵
区
長
沼
）
の

と
で
す
。
天
地
人
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
大
河
ド
ラ
マ

と
傷
だ
ら
け
で
す
。
な
ぜ
か
と

秋
田
弘
隆
師
に
木
造
本
堂
の
意
味
に
つ
い
て
お
話
い
た
だ
き

の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
り
ま
し
た
が
、
天
と
地
の
間
に
人
は
住

言
っ
た
ら
オ
ラ
の
田
ん
ぼ
オ
ラ

ま
し
た
。

む
と
幸
せ
で
す
よ
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
大
自
然
と
調
和
し

の
水
、
田
畑
を
奪
い
合
う
争
い

【
秋
田
老
師
の
法
話
か
ら
】

て
生
き
る
と
い
う
考
え
方
が
東
洋
思
想
の
根
幹
に
あ
り
ま

が
起
こ
る
わ
け
で
す
。

皆
さ
ん
、
こ
の
本
堂
が
木
造
で
建
て
ら
れ
た
理
由
が
分
か

す
。
仏
教
伝
来
す
る
前
か
ら
日
本
に
は
古
神
道
と
い
う
も
の

縄
文
時
代
は
実
は
女
性
中
心

り
ま
す
か
。
日
本
は
何
千
年
の
間
、
木
で
神
社
仏
閣
を
造
っ

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
す
べ
て
の
も
の
に
神
が
宿
る
と
い

の
社
会
で
し
た
。
縄
文
は
縄
の

て
き
ま
し
た
。
つ
い
最
近
で
す
よ
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、

う
思
想
で
す
。
木
に
も
山
に
も
水
に
も
木
魚
に
も
鐘
に
も
皆

文
様
の
こ
と
で
す
。
縄
は
こ
の

鉄
骨
造
と
い
う
の
は
。
古
来
、
神
社
仏
閣
は
木
と
い
う
の
は

さ
ん
の
魂
に
も
、
す
べ
て
に
神
様
が
宿
る
と
い
う
思
想
で
す
。

宇
宙
の
螺
旋
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
理
由
は
湿
気
で
す
。
ま
ず
は
湿

八
百
万
の
神
っ
て
い
ま
し
た
け
ど
、
そ
う
や
っ
て
天
に
向
か

こ
と
で
す
。
だ
か
ら
皆
さ
ん
の

気
対
策
。
や
は
り
梅
雨
時
は
も
の
す
ご
く
雨
が
降
り
ま
す
し

っ
て
、
ま
た
内
神
様
と
い
う
自
分
の
心
魂
に
向
か
っ
て
常
に

頭
の
つ
む
じ
も
回
っ
て
い
る
し

こ
の
木
と
い
う
の
は
自
然
の
湿
度
調
整
装
置
に
な
っ
て
い
る

祈
り
、
大
自
然
の
一
つ
に
な
る
と
い
う
考
え
方
で
す
。

指
紋
も
回
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

の
で
す
。
木
と
い
う
の
は
結
露
し
な
い
で
す
。
湿
気
が
多
い

実
は
本
堂
の
丸
柱
、
こ
れ
が
そ
の
役
目
を
し
て
お
り
ま
す
。

皆
さ
ん
の
い
る
東
光
寺
の
本
堂
の
中
は
も
う
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
き
は
吸
っ
て
く
れ
ま
す
。
多
分
、
皆
さ
ん
の
お
宅
も
木
だ

天
地
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
つ
な
ぐ
と
い
う
役
目
が
あ
り
ま
す
。

で
充
満
し
て
い
ま
す
。

と
吸
っ
て
く
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
木
は
呼
吸
を
し
て
い

天
と
地
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
皆
さ
ん
の
お
宅
に
も
取
り
込
ん
だ

本
堂
の
丸
柱
ど
ち
ら
に
回
っ
て
い
る
か
わ
か
り
ま
す
か
。

ま
す
。
秋
の
乾
燥
し
た
時
期
に
は
木
は
湿
気
を
吐
き
出
し
て

の
が
大
黒
柱
で
す
。
昔
は
一
階
と
二
階
を
繋
ぐ
ド
ー
ン
と
太

北
東
の
柱
は
左
巻
き
に
回
っ
て
い
ま
す
。
南
東
の
柱
は
右
に
、

く
れ
ま
す
。
だ
か
ら
木
は
自
然
の
湿
度
調
整
が
で
き
る
す
ご

い
柱
が
床
の
間
に
あ
っ
た
り
家
の
中
心
に
あ
っ
た
り
し
た
わ

南
西
の
左
に
、
そ
し
て
北
西
の
柱
は
右
に
回
っ
て
い
る
。

い
優
れ
も
の
な
ん
で
す
。

け
で
す
。
現
代
は
チ
ョ
キ
ン
と
切
ら
れ
た
り
化
粧
板
に
な
っ

交
互
に
陰
、
陽
、
陰
、
陽
に
回
っ
て
い
る
。
す
べ
て
は
そ
う

奈
良
の
法
隆
寺
や
正
倉
院
は
千
二
百
年
も
の
長
い
間
、
木

た
り
し
て
大
黒
柱
自
体
が
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
で

で
す
。
こ
の
本
堂
の
左
側
は
左
に
回
っ
て
い
て
右
側
は
右
に

で
保
っ
て
い
ま
す
。
正
倉
院
は
校
倉
造
り
と
言
っ
て
三
角
形

す
け
ど
、
神
社
仏
閣
は
今
な
お
そ
の
伝
統
を
引
き
継
い
で
い

回
っ
て
い
ま
す
。
時
計
回
り
な
ん
で
す
。
こ
の
中
心
（
内
陣

の
木
を
組
ん
で
造
っ
て
あ
る
の
で
す
が
、
あ
れ
は
湿
度
が
高

る
わ
け
で
す
。
な
ぜ
か
と
言
う
と
天
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
地
の

…
仏
殿
）
は
八
の
字
に
回
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
氣
の
法
則

い
時
に
は
閉
ま
っ
て
乾
燥
す
る
と
開
く
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
場
所
を
最
高
の
気

で
す
。
こ
の
法
則
は
昔
か
ら
あ
り
ま
し
て
、
本
堂
の
中
に
入

す
。
現
在
も
宝
物
が
い
っ
ぱ
い
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
け
ど
、

場
に
す
る
ん
で
す
。
元
気
の
気
の
場
、
今
風
の
言
葉
で
言
え

る
と
多
分
皆
さ
ん
眠
た
く
な
っ
た
り
、
元
気
に
な
っ
た
り
し

そ
の
よ
う
な
造
り
だ
か
ら
保
存
可
能
に
な
る
ん
で
す
。

ば
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
で
す
ね
。
そ
の
中
に
住
む
と
人
々
は
健

ま
す
。
邪
気
が
抜
け
て
調
子
が
良
く
な
る
か
ら
で
す
。

木
と
い
う
の
は
本
当
に

康
で
健
や
か
に
元
気
で
生
き
て
い
け
ま
す
と
い
う
先
人
た
ち

お
寺
さ
ん
に
お
参
り
し
た
後
に
す
ご
く
健
や
か
だ
っ
た
り

素
晴
ら
し
い
も
の
で
す
。

の
知
恵
な
ん
で
す
。

気
持
ち
よ
く
な
っ
た
り
す
る
方
が
い
る
と
思
い
ま
す
け
ど
、

た
だ
一
つ
火
災
が
心
配
で

元
気
の
氣
を
体
感
で
き
て
い
る
人
は
い
ま
す
か
。

森
の
中
に
い
る
の
と
一
緒
な
ん
で
す
よ
。
こ
の
欅
の
巨
木
、

す
。
で
す
か
ら
、
十
分
火

人
の
頭
に
は
つ
む
じ
が
回
っ
て
い
ま
す
ね
。
指
紋
も
渦
巻
い

檜
、
杉
の
木
等
、
木
造
本
堂
は
木
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
。

に
は
気
を
つ
け
て
い
た
だ

て
い
ま
す
よ
ね
。
体
の
中
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
も
渦
巻
い
て
い
ま
す
。

だ
か
ら
も
の
す
ご
い
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
の
中
に
皆
さ
ん
い
る

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

螺
旋
状
に
み
ん
な
気
を
受
け
て
い
る
ん
で
す
。
で
も
、
現
代

わ
け
で
す
よ
。

も
う
一
つ
は
東
洋
思
想

人
は
そ
の
感
覚
を
忘
れ
て
い
ま
す
。
縄
文
時
代
の
人
は
そ
れ

本
当
に
東
光
寺
の
皆
さ
ん
幸
せ
で
す
。
こ
こ
に
来
る
と
元

の
根
幹
に
あ
り
ま
す
こ
の

を
毎
日
体
感
し
な
が
ら
生
き
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
縄
文
時

気
に
な
り
ま
す
。
邪
気
が
抜
け
て
良
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
ら

宇
宙
と
一
体
に
な
っ
て
生

代
は
一
万
五
千
年
も
の
長
い
期
間
、
平
和
な
時
代
だ
っ
た
ん

え
る
。
お
寺
は
邪
気
抜
き
を
し
て
、
そ
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
パ

き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

で
す
。
い
く
さ
、
戦
い
が
な
か
っ
た
。
縄
文
人
の
遺
骨
を
見

ワ
ー
を
頂
く
装
置
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。



ひ
お
ん
え

ひ
ち
ゃ
く
に
ん
か

当
山
住
職

緋
恩
衣
の
被
着
認
可

東
光
寺
梅
花
講

特
別
講
表
彰

地
域
の
子
供
た
ち
と

令
和
六
年
四
月
二
十
五
日
付
で
、
当
山
八
世
泰
光
住
職
が
、

五
月
二
十
三
日
に
大
本
山
總

五
月
二
十
二
日
、
地
元
の
東
豊
田
中
学
校
の
一
年
生
が
総

現
曹
洞
宗
管
長
で
あ
る
永
平
寺
八
十
世
貫
首
、
南
澤
道
人
禅

持
寺
で
開
催
さ
れ
た
梅
花
流
創

合
的
な
学
習
（
地
域
探
訪
）
の
授
業
の
一
環
と
し
て
当
寺
で

師
か
ら
緋
恩
衣
の
被
着
を
認
可
さ
れ
ま
し
た
。

立
七
十
周
年
記
念
奉
詠
大
会
で

参
禅
体
験
を
行
い
ま
し
た
。

緋
恩
衣
認
可
と
は
、
晋
山
結
制
を
行
っ
た
僧
侶
の
中
か
ら
、

過
去
十
年
間
に
十
名
以
上
が
入

読
経
、
坐
禅
、
行
茶
を
体
験

宗
務
活
動
、
布
教
活
動
、
教
育
活
動
、
社
会
事
業
等
に
特
に

講
し
た
講
と
し
て
東
光
寺
講
が

し
た
後
、
子
供
た
ち
か
ら
は
多

顕
著
な
功
労
が
あ
る
僧
侶
が
、
曹
洞
宗
経
歴
特
別
審
査
会
で

特
別
講
表
彰
を
受
け
ま
し
た
。

く
の
質
問
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

審
査
さ
れ
選
考
さ
れ
る
服
制
資
格
で
す
。

学
校
が
夏
休
み
と
な
る
八
月

認
可
さ
れ
る
と
緋
恩
衣
（
緋
衣
に
色
筋
が
入
っ
た
法
衣
）
、

梅
花
講
は
毎
月
一
回
、
全
体

に
は
、
清
水
谷
田
子
ど
も
会
主

立
帽
子
、
大
掛
絡
（
大
き
な
絡
子
）
を
被
着
す
る
こ
と
が
で

お
け
い
こ
を
行
っ
て
い
ま
す
。

催
の
「
禅
の
つ
ど
い
」
も
開
催

き
ま
す
。
当
山
住
職
と
し
て
資
格
衣
に
恥
じ
な
い
よ
う
日
々

随
時
、
新
し
い
お
仲
間
の
入

さ
れ
ま
す
。

の
法
要
、
檀
務
を
誠
心
誠
意
、
勤
め
て
参
り
ま
す
。

講
も
受
け
付
け
て
お
り
ま
す
。

未
来
を
築
く
地
元
の
子
供
た

ち
に
と
っ
て
、
東
光
寺
が
親
し

み
や
す
く
、
生
き
方
を
学
べ
る

第
三
回
研
修
旅
行

修
禅
寺
参
拝

場
所
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
お

り
ま
す
。

四
月
二
十
五
日
、
五
年
ぶ
り
に
研
修
旅
行
を
開
催
致
し
ま

し
た
。
晋
山
式
に
続
い
て
今
回
も
前
日
の
雨
天
か
ら
一
転
、

快
晴
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。
檀
信
徒
様
や
そ
の
方
の
ご
友
人
、

山
門
大
施
食
会
法
要

総
勢
二
十
三
名
の
方
が
参
加
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

伊
豆
修
善
寺
の
福
地
山
修
禅
寺
様
で
は
、
御
住
職
が
直
々

今
年
の
施
食
会
は
、
七
月
二
十
九
日
（
月
）
午
前
十
時
か

に
寺
の
縁
起
に
つ
い
て
お
話
し
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

ら
行
わ
れ
ま
す
。

東
光
寺
の
お
葬
式
・
法
事

諸
堂
、
宝
物
館
拝
観
の
後
、
伊
豆
半
島
の
歴
史
を
学
べ
る

昔
は
餓
鬼
に
施
す
か
ら
「
お
せ
が
き
」
と
い
い
ま
し
た
。

ジ
オ
リ
ア
を
見
学
し
、
昼
食
は
沼
津
み
な
と
で
海
鮮
料
理
を

物
惜
し
み
を
し
て
、
他
に
施
す
こ
と
を
し
な
い
者
が
墜
ち

東
光
寺
の
檀
信
徒
様
の
葬
儀
は
、
新
本
堂
の
落
慶
に
よ
っ

い
た
だ
き
ま
し
た
。
最
後
に
沼
津
御
用
邸
を
拝
観
し
日
没
前

る
と
さ
れ
る
苦
の
世
界
で
飢
え
に
苦
し
ん
で
い
る
の
が
餓
鬼

て
利
便
性
が
よ
く
な
り
車
椅
子
の
方
で
も
そ
の
ま
ま
参
列
し

に
帰
路
に
着
き
ま
し
た
。

で
す
。
施
食
会
は
、
こ
の
餓
鬼
た
ち
に
も
飲
食
を
施
し
、

て
い
た
だ
け
ま
す
。
希
望
す
れ
ば
本
葬
儀
で
梅
花
講
の
皆
様

参
加
者
様
か
ら
は
「
ど
こ
も
み

法
（
お
経
）
を
説
き
、
成
仏
で
き
る
よ
う
に
す
る
事
を
目
的

が
御
詠
歌
を
お
唱
え
し
て
故
人
様
を
お
送
り
で
き
ま
す
。

ん
な
良
か
っ
た
」
「
ま
た
参
加
し

と
し
た
法
要
で
す
。
縁
の
あ
る
お
寺
か
ら
多
く
の
僧
侶
が
集

ま
た
、
お
亡
く
な
り
に
な
っ
て
、
そ
の
ま
ま
お
寺
に
お
連

た
い
」
と
い
う
感
想
を
い
た
だ
き

ま
り
、
そ
の
法
力
で
餓
鬼
た
ち
を
成
仏
さ
せ
る
事
を
祈
願
す

れ
す
る
体
制
も
整
い
ま
し
た
。
お
連
れ
し
た
故
人
様
は
位
牌

ま
し
た
。

る
年
に
一
度
の
大
法
要
で
す
。

堂
に
安
置
さ
れ
臨
終
諷
経
（
枕
経
）
が
行
わ
れ
ま
す
。

次
回
（
令
年
七
年
四
月
開
催
予

そ
の
功
徳
、
御
利
益
は
、
皆
様
の
ご
先
祖
様
や
ご
自
分
自

故
人
様
は
、
お
通
夜
の
日
ま
で
御
開
山
様
ご
先
祖
様
を
祀

定
）
は
、
好
評
だ
っ
た
袋
井
可
睡

身
に
も
回
向
さ
れ
ま
す
。

る
位
牌
堂
で
見
守
ら
れ
な
が
ら
過
ご
さ
れ
、
納
棺
後
は
棺
を

斎
の
参
拝
と
精
進
料
理
、
そ
し
て
、

須
弥
壇
前
に
安
置
し
、
本
堂
で
通
夜
法
要
・
本
葬
儀
が
行
わ

東
光
寺
の
建
設
工
事
を
担
当
し
た

今
夏
も
酷
暑
が
心
配
で
す
が
、
新
本
堂
は
空
調
整
備
も
整

れ
ま
す
。

宮
大
工
、
飛
鳥
工
務
店
が
手
掛
け

い
、
椅
子
席
も
十
分
に
確
保
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

法
事
も
コ
ロ
ナ
禍
前
の
よ
う
に
、
ご
親
族
を
お
呼
び
し
て

た
法
多
山
諸
堂
参
り
及
び
工
場
見

当
日
は
、
護
持
会
総
会
も
併
せ
て
開
催
さ
れ
ま
す
。

行
う
お
宅
様
、
設
斎
（
食
事
）
を
移
動
が
楽
な
客
殿
で
行
う

学
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

多
く
の
皆
様
の
ご
参
拝
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

お
宅
様
が
増
え
て
き
て
い
ま
す
。


