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宗教法人東園寺花 園 会 報

「
先
師
を
偲
ぶ
〜
先
住
２
７
回
忌
」

　

７
月
１
５
日
は
東
園
寺
先
住
職
精
道
和
尚
の
２
７
回

忌
。先
住
を
知
る
人
も
徐
々
に
少
な
く
な
り
、次
の
年
忌

は
６
年
後
で
す
の
で
今
回
は
先
住
に
親
し
か
っ
た
僧
侶
の

方
々
を
大
勢
招
い
て
遺
徳
を
偲
ぶ
つ
も
り
で
し
た
が
、こ

の
コ
ロ
ナ
禍
で
想
い
は
叶
わ
ず
、寺
内
の
僧
侶
の
み
の
法

要
と
な
り
ま
し
た
。

　

先
住
職
は
平
成
６
年
享
年
６
７
歳
で
遷
化
し
ま
し
た
。

住
職
に
就
任
し
た
の
は
３
９
歳
の
頃
で
す
か
ら
、実
際
に

住
職
と
し
て
活
動
し
た
の
は
僅
か
２
７
年
。し
か
し
師
僧

を
褒
め
る
の
も
何
で
す
が
、東
園
寺
の
寺
院
運
営
を
時
代

に
沿
う
も
の
に
改
め
、二
つ
の
幼
稚
園
を
開
園
、数
々
の
伽

藍
整
備
、多
く
の
海
外
仏
教
徒
と
の
交
流
等
、そ
の
功
績
を

あ
げ
れ
ば
枚
挙
に
遑
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

猛
烈
に
仕
事
に
取
り
組
ん
で
来
た
先
住
職
が
癌
に
冒

さ
れ
た
の
は
６
２
歳
…
。４
年
半
の
闘
病
生
活
の
中
で
教

え
て
く
れ
た「
志
を
持
っ
て
生
き
る
こ
と
の
大
切
さ
」「
時

間
の
尊
さ
」と
い
う
教
え
は
今
で
も
私
の
中
で
、活
き
活
き

と
光
彩
を
放
っ
て
い
る
と
実
感
し
ま
す
。２
０
代
後
半
の

青
年
僧
だ
っ
た
私
も
来
年
は
５
５
歳
と
な
り
、先
住
職
と

住
職
歴
だ
け
は
肩
を
並
べ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。と
て
も

師
僧
の
如
き
功
を
積
む
こ
と
は
出
来
そ
う
に
も
あ
り
ま
せ

ん
が
、少
し
で
も
長

く
東
園
寺
に
貢
献

出
来
る
よ
う
健
康

に
気
を
付
け
精
進

し
ま
す
。
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最
後
に
先
住
の
好
き
だ
っ
た
法
句
経
の
一
節
を
紹
介
し
、
先
師
の
供

養
に
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。

太
陽
は
昼
に
輝
き　

月
は
夜
に
照
る

武
士（
も
の
の
ふ
）
は

武
具（
よ
ろ
い
）
い
か
め
し
く
輝
き

祭
り
の
司（
お
さ
）
は

こ
こ
ろ
寂（
し
ず
）
か
に
光
る

さ
れ
ど　

悟
れ
る
者
は　

昼
に
夜
に

威
光（
ち
か
ら
）
も
て　

か
が
や
き
わ
た
る
な
り

（
友
松
円
諦
師
訳『
法
句
経
』
３
８
７
） 

　

お
釈
迦
様
の
よ
う
に
昼
夜
に
光
を
放
つ
こ
と
は
甚
だ
難
し
い
で
し
ょ

う
が
、
何
か
し
ら
自
分
な
り
に

輝
く
時
間
や
空
間
を
見
つ
け
る

こ
と
が
出
来
た
な
ら
、
そ
の
人

は
本
当
に
幸
福
な
人
生
を
歩
ん

だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
他
人

に
褒
め
ら
れ
な
く
て
も
良
い
か

ら
自
分
自
身
が
納
得
出
来
る
も

の
を
手
に
し
た
い
で
す
ね
！

※
瑠
璃
光（
令
和
２
年
７
月
８
日

発
行
）
に
補
筆
し
ま
し
た
。

空
調
設
備
工
事
に
つ
い
て

　

檀
信
徒
並
び
に
法
縁
者
各
位
に
は
如

何
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
？

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
い
う
言
葉

は
耳
に
し
て
早
く
も
１
０
ヶ
月
以
上
の

月
日
が
経
ち
ま
し
た
。
全
国
的
に
は
感

染
者
数
は
抑
え
ら
れ
て
来
て
い
る
よ
う

で
す
が
、
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
９

月
中
旬
時
点
で
は
塩
竈
、
多
賀
城
、
七
ヶ

浜
と
い
う
身
近
な
地
域
の
感
染
者
が
増
え
て
お
り
、
油
断
の
出
来
な
い
状

況
は
続
い
て
い
る
よ
う
で
す
。
と
は
言
え
経
済
を
回
し
、
私
達
の
生
活
の

基
盤
を
守
る
こ
と
も
大
切
で
す
か
ら
用
心
し
な
が
ら
も
新
し
い
生
活
様

式
に
慣
れ
、
経
済
活
動
も
出
来
る
範
囲
で
行
う
こ
と
が
大
切
な
の
だ
と

思
い
ま
す
。

　

東
園
寺
の
こ
の
夏
の
お
盆
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防
を
実

施
し
つ
つ
、
安
全
に
皆
様
の
大
切
な
ご
先
祖
様
の
供
養
を
行
っ
て
頂
く
べ

く
行
事
を
い
く
つ
か
変
更
致
し
ま
し
た
が
、
檀
信
徒
各
位
か
ら
概
ね
良

好
な
評
価
を
頂
い
た
よ
う
で
す
の
で
、
来
年
度
か
ら
も
今
年
の
お
盆
の
形

式
を
維
持
し
つ
つ
時
代
に
あ
っ
た
寺
院
運
営
を
行
っ
て
参
り
た
い
と
存
じ

ま
す
。

　
さ
て
東
園
寺
の
庫
裡
は
昭
和
６
３
年
に
完
成
し
平
成
元
年
よ
り
本
格

的
に
使
用
し
て
お
り
ま
す
。
檀
信
徒
各
位
の
尽
力
に
よ
り
大
変
立
派
に

建
立
さ
れ
て
い
る
上
に
、
震
災
後
に
瓦
屋
根
を
銅
板
葺
に
し
て
耐
震
化
を
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図
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
当
面
建
物
そ
の
も
の
は
今
後
も
し
ば
ら
く
の
間

は
大
き
な
修
繕
無
し
に
使
用
出
来
そ
う
で
す
が
、
庫
裡
に
付
随
す
る
空

調
設
備
な
ど
は
既
に
限
界
を
迎
え
て
お
り
、
こ
の
度
全
面
的
な
入
れ
替

え
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

工
事
費
用
は
約
１
４
０
０
万
円
と
な
り
ま
す
が
、
東
園
寺
の
通
常
会

計
の
中
か
ら
支
出
致
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
大
金
を
通
常
の
会
計
か
ら

支
払
え
ま
す
の
も
檀
信
徒
各
位
が
常
日
頃
よ
り
葬
儀
法
要
な
ど
で
浄
財

を
寺
に
お
寄
せ
頂
い
て
お
る
賜
物
か
と
存
じ
ま
す
。
改
め
て
心
よ
り
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。
現
在
は
コ
ロ
ナ
渦
中
で
法
事
席
を
使
用
す
る
の
も

躊
躇
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
安
心
な
世
の
中
と
な
り
ま
し
た
ら
、
座

敷
を
使
用
し
て
頂
き
空
調
の
具
合
も
ご
体
感
頂
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

　

今
後
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
状
況
を
注
視
し
、
年
間
法
要
の

あ
り
方
も
模
索
し
て
参
り
た
い
と
存
じ
ま
す
。
大
き
な
行
事
と
し
て
は

不
動
堂
大
祭
、
除
夜
の
鐘
が
あ
り
ま
す
が
何
か
し
ら
工
夫
を
講
じ
つ
つ

出
来
る
だ
け
厳
修
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

各
位
に
お
か
れ
ま
し
て
は
何
卒
日
々
ご
用
心
く
だ
さ
い
ま
す
様
懇
願

申
し
上
げ
ま
す
。

行
事
報
告

　

様
々
な
行
事
が
寺
内
法
要
や
規
模
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
が
、

法
要
内
容
そ
の
も
の
は
恙
無
く
行
じ
て
お
り
ま
す
。

新亡供養

月心秀学和尚三回忌 精霊迎え法要
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寺
庫
紹
介

　

東
園
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
２
０
０
点
近
い
所
蔵
作
品
が
掲
載
さ
れ

て
い
ま
す
。
是
非
ご
覧
く
だ
さ
い
。

雲
居
希
膺
禅
師
　
偈
頌
「
士
峯
遠
望
」

突
兀（
と
つ
こ
つ
）
た
り
、
洛
陽
千
里
の
東
、

四
時
に
雪
を
載
き
て
虚
空
に
聳
ゆ
。

孤
峰
は
頭（
こ
う
べ
）
白
く
、
衆
山
は
緑
、

恰（
あ
た
か
）
も
郡
児
の
、
老
翁
を
圍（
か
こ
）
む
に
似
た
り
。

　

天
嶺
和
尚
が
記
し
た『
松
島

瑞
巌
中
興
大
悲
円
満
国
師
雲
居

和
尚
年
譜
』
に
、
雲
居
禅
師
は

寛
永
１
０
年（
１
６
３
３
）
禅

師
５
２
歳
の
夏
、
同
８
年
に
大

悟
し
た
因
縁
の
地
で
あ
る
越
前

越
知
山
に
登
ろ
う
と
し
て
当
時

住
し
て
い
た
熱
海
の
地
を
出
立
、

「
路
を
迂（
と
お
ま
わ
り
）
し
て

富
士
山
に
上
る
。
頂
上
に
下
方

を
視
て
詩
あ
り
。」
と
あ
り
、
富

士
山
頂
で
作
ら
れ
た
も
の
と
し

て
、
こ
の
偈
頌
を
紹
介
し
て
い

ま
す
。

　

こ
の
翌
年
、
雲
居
禅
師
の
名

は
天
聴
に
達
し
、
元
和
法
皇（
後
水
尾
天
皇
）
に「
本
有
円
成
の
話
」
を
講

じ
て
い
ま
す
。
仙
台
藩
に
招
か
れ
る
の
は
寛
永
１
３
年
。
雲
居
禅
師
５
５

歳
の
時
。『
雲
居
和
尚
語
録
』所
載
の
同
詩
は
詩
題
が「
富
士
山
」、転
句「
衆

山
緑
」
は「
諸
山
緑
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

伊
達
綱
村
公
「
東
昌
開
基
朝
散
大
夫
覚
印
願
西
大
居
士
供
養
四
百
年
遠
諱
」

欽
ん
で
拙
偈
を
献
ず
。

東
昌
開
基
朝
散
大
夫

覚
印
願
西
大
居
士
供
養

四
百
年
遠
諱
。

吹
毛
、
坐
断
す
墨
梅
禅
、

凛
々
た
る
威
風
、
四
百
年
。

隻
手
伸
ば
す
時
、
五
刹
を
創
め
、

両
眸
瞎
す
る
處
、
三
玄
を
絶
す
。

不
肖
末
孫
奥
州
太
守

　

羽
林
中
郎
將
藤
原
綱
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

拜
書

　

朝
散
大
夫
は
中
国
、
唐
の
従
五
品
下
の
雅
名
、
日
本
で
は
従
五
位
下
の

唐
名
で
す
。
東
昌
開
基
朝
散
大
夫
覚
印
願
西
大
居
士
は
伊
達
家
四
代
政

依
公
の
こ
と
で
、
正
安
３
年（
１
３
０
１
）
７
月
９
日
逝
去
。
東
昌
寺
は

政
依
公
に
よ
り
、
東
福
寺
５
世
山
叟
慧
雲
禅
師（
仏
智
禅
師
）
を
開
山
に

迎
え
現
在
の
福
島
県
伊
達
郡
桑
折
に
建
立
さ
れ
た
。
こ
の
偈
頌
は
元
禄

１
３
年（
１
７
０
０
）、
肯
山
公
４
２
才
の
頃
に
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。
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※『
訓
注
如
幻
三
昧
集
』
３
８
６
ペ
ー
ジ
所
載
。
同
著
で
は
結
句
を「
両
眸

瞎
處
展
三
玄
」
と
す
る
。

古
梁
紹
岷
禅
師
「
李
白
画
賛
」

酔
中
天
地
楽
修
々

宮
錦
賜
得
日
本
裘

　
　
　
　
　
　

南
山
酔
戯
作

　

南
山
こ
と
古
梁
紹
岷
禅
師
の
李
白
画
賛
。
署
名
の
通
り
お
酒
を
頂
き

な
が
ら
戯
れ
に
描
い
た
の
で
し
ょ
う
。

「
宮
錦
」
は
宮
中
で
着
る
錦
の
上
衣
の
こ
と
で
、
あ
る
時
玄
宗
皇
帝
は
泥

酔
状
態
の
李
白
に
良
い
詩
を
作
っ
た
な
ら
ば「
紹
豹
錦
砲
」
を
授
け
る
と

約
束
し
ま
し
た
。
李
白
は
す
ぐ
に
詩
を
作
っ
た
も
の
の
、
皇
帝
は
戯
れ
に

な
か
な
か
御
衣
を
渡
そ
う
と
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
最
後
は
満
面
の
笑
み

で
こ
れ
を
授
け
た
と
言
い
ま
す
。

　

李
白
は
皇
帝
の
も
と
を
追
わ
れ
た
後
も
、
宮
錦
を
普
段
着
の
よ
う
に
着

用
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
ま
た「
日
本
裘
」と
は
日
本
製
の
裘（
か
わ
ぎ
ぬ
）

の
こ
と
で
李
白
は
こ
れ
を
阿
倍
仲
麻
呂
か
ら
贈
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

　

古
梁
禅
師
の
賛
は
こ
の
よ
う
な
李
白
に
つ
い
て
の
蘊
蓄
を
網
羅
し
た
も

の
で
あ
り
、
酔
え
ば
酔
う
ほ
ど
智
識
が
溢
れ
出
る
南
山
和
尚
の
面
目
躍
如

た
る
作
品
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
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■
不
動
堂
大
祭
に
つ
い
て

　

本
年
の
不
動
堂
大
祭
護
摩
祈
祷

会（
ご
ま
き
と
う
え
）
は
昨
今
の
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
状
況
を

鑑
み
、
１
０
月
２
２
日
に
寺
内
僧

侶
の
み
で
厳
修
致
し
ま
す
。
護
摩

祈
祷
を
希
望
さ
れ
る
方
は
１
０
月

２
１
日
ま
で
に
寺
務
所
ま
で
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。
護
摩
木
は
１

本
５
０
０
円
で
す
。

　

東
園
寺
不
動
堂
大
祭
護
摩
祈
祷

会
は
家
内
安
全
、
心
身
堅
固
、
諸

縁
吉
祥
、
商
売
繁
盛
な
ど
を
祈
る

法
要
で
す
。
護
摩
木
に
皆
さ
ん
の

願
い
を
ご
記
入
頂
き
こ
れ
を
炊
き

あ
げ
所
願
成
就
を
祈
り
ま
す
。

　

祈
祷
札
は
１
０
０
０
円（
紙
の
お

札
）
５
０
０
０
円（
木
の
お
札
）

　

木
札
授
与
は
予
約
制
と
致
し
ま

す
。
１
０
月
１
８
日
ま
で
に
寺
務

所
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
寺
宝
展 

〜
近
世
禅
林
墨
蹟
展
〜

　

恒
例
の
寺
宝
展
は
人
が
密
集

し
た
た
め
し
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

通
常
開
催
致
し
ま
す
。
今
年
は
瑞

巌
寺
中
興
開
山
雲
居
希
膺
禅
師
と

そ
の
周
辺
の
禅
僧
の
作
品
を
特
集

し
ま
す
。

　

１
２
月
１
２
日
、
１
３
日

　

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

■
除
夜
法
要

　

１
２
月
３
１
日
午
後
１
１
時

３
０
分
除
夜
法
要
、
引
き
続
き
除

夜
の
鐘

　

１
２
月
中
旬
以
降
の
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
状
況
に
よ

り
、
法
要
開
催
や
年
越
し
蕎
麦

や
お
で
ん
提
供
の
有
無
を
決
定
し

ま
す
。
東
園
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や

Facebook

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。


