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吉
祥
果 

円

頓

寺

だ

よ

り 

令 和 ５ 年 

4 月 号 
【吉祥果 390 号】 

        

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
数
も
愛
知
県 

で
二
百
人
を
切
り
、
よ
う
や
く
落
ち
着
き 

を
見
せ
て
き
ま
し
た
。
今
回
の
春
の
お
彼 

岸
法
要
で
は
コ
ロ
ナ
前
の
法
要
形
式
に
戻 

し
て
、
と
言
っ
て
も
皆
さ
ん
に
は
マ
ス
ク
着 

用
を
お
願
い
し
て
の
法
要
を
行
い
ま
し
た
。
三
年 

ぶ
り
の
一
堂
に
会
し
て
の
法
要
が
無
事
に
行
え
て
、 

安
堵
と
と
も
に
、
皆
さ
ん
の
ご
理
解
、
ご
協
力
の
賜
物
と 

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
コ
ロ
ナ
感
染
の
収
束
を
祈
り
、
次
回
の
年

中
行
事
で
あ
る
鬼
子
母
神
様
ご
開
帳
法
要
に
も
、
大
勢
の
方
が
ご

参
拝
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

さ
て
、
四
月
で
す
。
進
学
、
就
職
、
転
勤
、
転
職
な
ど
、
新
た

な
環
境
で
新
た
な
生
活
が
始
ま
る
方
も
大
勢
お
い
で
で
し
ょ
う
。

そ
ん
な
生
活
環
境
が
変
わ
っ
た
人
、
特
に
初
め
て
の
一
人
暮
ら
し

を
始
め
る
と
い
う
方
は
、
希
望
と
と
も
に
不
安
を
抱
え
て
の
ス
タ

ー
ト
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？ 

 

そ
ん
な
折
に
日
蓮
宗
名
古
屋
社
会
教
化
事
業
協
会
の
「
心
の
教

育
講
座
」
で
『
カ
ル
ト
か
ら
家
族
を
守
る
た
め
に
ー
カ
ル
ト
問
題

の
基
本
と
実
際
を
ふ
ま
え
て
ー
』
と
い
う
研
修
が
あ
っ
た
の
で
行

っ
て
き
ま
し
た
。
講
師
は
、
公
認
心
理
士
で 

日
本
脱
カ
ル
ト
協
会
理
事
の
平
野
学
先
生 

で
し
た
。 

 

カ
ル
ト
と
は
元
は
「
宗
教
儀
礼
」
を 

意
味
す
る
言
葉
だ
っ
た
の
が
、
今
で
は 

「
悪
い
宗
教
団
体
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ 

て
い
ま
す
。
西
田
公
昭
氏
は
カ
ル
ト
と
は
『
強 

固
な
信
念
を
共
有
し
て
、
熱
狂
的
に
実
践
し
、
メ
ン
バ
ー
に
人
権

侵
害
を
す
る
団
体
』
と
定
義
し
、
日
本
脱
カ
ル
ト
協
会
は
『
特
定

の
教
祖
や
教
義
を
熱
狂
的
に
信
じ
る
小
集
団
。
中
で
も
、
代
表
者

ま
た
は
特
定
の
主
義
主
張
に
絶
対
的
に
服
従
す
る
よ
う
、
メ
ン
バ

ー
や
メ
ン
バ
ー
候
補
者
の
思
考
能
力
を
停
止
や
減
衰
さ
せ
て
、
目

的
の
た
め
に
は
違
法
行
為
も
繰
り
返
し
て
行
う
集
団
を
「
破
壊
的

カ
ル
ト
」
と
称
し
て
い
る
』
と
言
っ
て
い
ま
す
。 

 

そ
ん
な
カ
ル
ト
集
団
は
心
の
ス
キ
に
入
り
込
み
ま
す
。
大
学
生

活
に
入
っ
た
ば
か
り
の
新
入
生
。
ま
だ
友
達
も
で
き
て
い
な
い
と

こ
ろ
に
授
業
は
選
択
制
。
「
ど
ん
な
授
業
を
選
ん
だ
ら
い
い
の
？

ど
ん
な
サ
ー
ク
ル
に
入
ろ
う
か
？
」
そ
こ
へ
「
こ
の
授
業
は
単
位

を
取
り
や
す
い
よ
」
な
ど
と
親
切
顔
で
声
を
か
け
、
近
づ
い
て
き

ま
す
。
仲
良
く
な
っ
て
連
れ
て
い
か
れ
た
サ
ー
ク
ル
が
、
サ
ー
ク

ル
と
は
名
ば
か
り
の
カ
ル
ト
の
勉
強
会
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

 
で
は
家
族
と
し
て
は
、
ど
う
す
れ
ば
カ
ル
ト
に
入
会
と
い
う
事

態
を
防
げ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
講
義
で
は 

①
世
の
中
の
様
々
な
情
報
に
触
れ
て
い
る
こ
と 

②
そ
れ
に
つ
い
て
家
族
内
で
も
自
由
に
語
り
合
え
て
い
る
こ
と 

③
い
ろ
い
ろ
な
体
験
を
持
っ
て
い
る
こ
と 
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と
の
こ
と
。
若
い
人
が
新
聞
を
読
ま
な
い
と
か
言
い
ま
す
が
、
情

報
の
す
べ
て
が
新
聞
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ニ
ュ
ー
ス
も
あ
る
の
で
、
若
者
が
情
報
を
得
て

い
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
自
分
の
好
み
の
ニ
ュ
ー

ス
ば
か
り
、
気
に
な
る
情
報
ば
か
り
集
め
が
ち
に
な
り
ま
す
。
だ

か
ら
こ
そ
、
世
代
の
違
う
家
族
間
で
広
く
情
報
を
共
有
す
る
こ
と

が
大
事
だ
と
い
う
の
で
す
。
そ
し
て
情
報
を
も
と
に
体
験
し
て
、

う
ま
く
い
く
こ
と
も
、
失
敗
す
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
時
に

は
作
り
ご
と
の
偽
情
報
だ
っ
て
あ
り
ま
す
。
ど
れ
も
貴
重
な
経
験

で
す
。
そ
ん
な
体
験
を
通
し
て
、
情
報
が
真
実
か
否
か
を
見
分
け

る
能
力
が
付
き
ま
す
。
ま
た
様
々
な
人
と
の
出
合
い
で
交
友
関
係

も
広
が
り
ま
す
。
し
か
し
誰
だ
っ
て
一
人
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
そ
ん
な
ス
キ
を
つ
い
て
勧
誘
さ
れ
ま
す
。 

そ
ん
な
時
は
情
報
収
集
。
そ
し
て
ど
ん
な
場
合
で
も
、
簡
単

に
個
人
情
報
を
相
手
に
渡
さ
な
い
こ
と
。
ま
た
誘
い
を
断
る
勇
気

を
持
つ
こ
と
が
肝
心
で
す
。
楽
し
い
サ
ー
ク
ル
活
動
を
装
い
近
づ

き
、
勉
強
会
と
称
し
て
洗
脳
す
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

彼
ら
は
親
元
を
離
れ
た
一
人
暮
ら
し
の
人
を
狙
っ
て
い
ま 

す
。
親
切
そ
う
に
近
づ
き
、
悩
み
を
聞
き
、
個
人
情
報 

を
集
め
ま
す
。
気
が
付
け
ば
仲
間
に
な
っ
て
い
る
こ
と 

だ
っ
て
あ
り
ま
す
。
カ
ル
ト
に
入
信
す
る
と
帰
省
し
て 

も
以
前
と
違
う
行
動
を
と
る
の
で
、
家
族
は
異
変
を 

感
じ
ま
す
。
友
人
関
係
が
変
わ
っ
た
と
か
、
何
か 

の
集
会
に
出
か
け
て
い
く
と
か…

。
お
か
し
い
な 

と
思
っ
た
ら
、
行
動
を
よ
く
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
み 

る
こ
と
が
大
事
で
す
。
そ
し
て
ど
こ
団
体
か
確
認 

出
来
た
ら
、 

①
そ
の
団
体
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
を
検 

索
し
て
調
べ
、
相
手
を
知
る
こ
と
。 

②
そ
の
団
体
へ
行
く
こ
と
に
な
っ
た
経
緯 

を
知
る
た
め
に
、
入
信
に
至
る
ま
で
の
心 

情
・
動
機
を
振
り
返
る
作
業
を
す
る
。 

③
今
、
自
分
が
で
き
る
こ
と
を
考
え
る
。 

と
い
う
作
業
を
す
る
。
洗
脳
さ
れ
て
い
た 

り
、
邪
魔
さ
れ
た
り
と
簡
単
に
は
脱
会
で
き
な
い
も
の
で
す
が
、

脱
会
者
の
体
験
を
見
聞
き
し
た
り
、
専
門
機
関
や
カ
ウ
ン
セ
リ
ン

グ
を
受
け
る
な
ど
の
準
備
し
続
け
る
こ
と
が
大
切
だ
と
言
っ
て
い

ま
し
た
。 

 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
何
か
し
ら
心
が
満
た
さ
れ
な
い
た
め
、
誘
い

に
乗
っ
て
入
信
し
ま
す
。
常
に
誰
か
相
談
に
の
っ
た
り
、
話
を
聞

い
て
く
れ
た
り
す
る
人
が
身
近
に
い
れ
ば
、
「
そ
の
話
は
お
か
し 

い
よ
。
そ
ん
な
う
ま
い
話
は
な
い
よ
」
と
か
、
集
会

に
足
を
運
ぶ
こ
と
を
止
め
て
く
れ
る
は
ず
で
す
。
そ

の
役
割
は
家
族
で
あ
っ
た
り
、
友
人
だ
っ
た
り
し
ま

す
。
最
近
は
カ
ル
ト
へ
の
入
信
者
の
低
年
齢
化
が
進

ん
で
き
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
子
供
や
孫
を
お
か
し

な
宗
教
や
カ
ル
ト
団
体
か
ら
守
れ
る
の
は
ま
ず
は
家 

族
で
す
。
子
供
や
孫
の
話
を
よ
く
聞
い
て
あ
げ
て
く
だ 

さ
い
。
さ
み
し
い
、
ツ
ラ
い
と
い
っ
た
、
そ
ん
な
心
が
入

信
の
出
発
点
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
お
か
し
な
言
動

や
行
動
が
な
い
か
、
常
に
温
か
く
見
守
っ
て
あ
げ
る
こ
と

が
大
事
だ
と
感
じ
ま
し
た
。 
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〈
召
し
捕
り
の
弁
〉
三
十
一 

 

日
蓮
大
聖
人
は
ご
自
身
に
及
ぶ
迫
害
へ
の
覚
悟
を
決
め
、
時
の

為
政
者
、
有
力
寺
院
に
お
手
紙
を
送
り
ま
し
た
が
、
何
も
沙
汰
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
鎌
倉
中
で
、
日
蓮
は
阿
弥
陀
様
、

観
音
様
を
軽
ん
じ
る
悪
僧
だ
。
執
権
様
は
地
獄
に
墜
ち
る
と
言
っ

て
い
る
。
日
蓮
を
断
罪
せ
よ
と
大
騒
ぎ
。
と
う
と
う
、
文
永
八
年

九
月
十
日
、
大
聖
人
は
問
注
所
に
呼
ば
れ
ま
し
た
。
大
聖
人
は 

「
今
ま
で
、
諸
宗
の
批
判
を
し
て
き
た
が
、
こ
れ
日
蓮
の
言
葉
で

は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
す
べ
て
仏
様
の
御
教
え
に
照
ら
し
合
わ
せ
て

述
べ
た
こ
と
。
諸
仏
の
本
意
を
経
典
に
尋
ね
る
と
、
法
華
経
こ
そ

が
大
事
の
法
門
。
こ
れ
は
『
立
正
安
国
論
』
に
詳
し
く
述
べ
て
お

り
ま
す
と
お
り
で
ご
ざ
い
ま
す
」 

と
は
っ
き
り
断
言
さ
れ
ま
し
た
。
取
り
調 

べ
の
官
吏
も
黙
り
、
事
無
き
を
え
て
お
帰 

り
に
な
り
ま
し
た
。 

 

同
十
二
日
、
夕
刻
、
い
つ
も
の
よ
う
に 

松
葉
ヶ
谷
の
庵
に
て
お
説
教
の
最
中
。
外 

が
に
わ
か
に
騒
が
し
く
な
っ
て
参
り
ま
し 

た
。
平
頼
綱
が
数
百
人
の
手
下
を
連
れ
だ 

っ
て
庵
を
何
重
に
も
囲
ん
で
お
り
ま
す
。 

「
や
い
日
蓮
、
夜
ご
と
日
ご
と
に
裏
山
に 

て
、
ご
祈
祷
と
称
し
て
は
世
の
混
乱
を
祈 

る
大
悪
僧
よ
。
龍
の
口
に
て
頚
を
は
ね
よ 

と
の
厳
命
い
た
だ
き
、
大
老
頼
綱
、
召
し 

捕
り
に
参
っ
た
。
お
と
な
し
く
お
縄
に
か 

か
れ
」 

と
叫
び
、
庵
に
入
っ
て
参
り
ま
す
。
大
聖
人
は
ご
宝
前
に
奉
安
な

さ
れ
た
御
経
巻
を
押
し
戴
き
、
懐
に
お
納
め
、
頼
綱
に 

「
面
白
や
、
頼
綱
の
物
に
狂
い
し
を
み
よ
。
御
身
、
天
下
の
大
老

で
あ
り
な
が
ら
事
の
善
悪
邪
正
も
わ
か
ら
ぬ
か
。
日
蓮
を
召
し
捕

り
、
頚
打
て
ば
、
今
に
見
よ
、
国
内
に
は
同
士
討
の
戦
い
が
起
こ

り
、
外
国
、
元
か
ら
の
侵
略
が
起
こ
る
の
は
必
定
。
そ
の
期
に
及

ん
で
後
悔
し
て
も
始
ま
ら
ぬ
ぞ
」 

批
判
を
受
け
黙
っ
て
お
ら
れ
ぬ
頼
綱
。
早
く
捕
え
よ
と
指
示

し
ま
す
。
手
下
の
者
ど
も
、
大
聖
人
の
襟
元
つ
か
ん
で
引
き
ず
り
、

懐
よ
り
経
巻
を
取
り
、
投
げ
出
し
、
も
っ
た
い
な
く
も
経
巻
を
引

き
裂
き
、
鼻
を
か
み
、
首
に
巻
き
、
胴
に
巻
き
、
そ
れ
の
み
な
ら

ず
、
足
で
踏
み
つ
け
ま
し
た
。
中
で
も
少
輔
房
と
い
う
も
の
は
中

の
一
巻
を
取
っ
て
、
大
聖
人
に
眼
前
に
な
す
り
つ
け 

「
や
い
や
い
日
蓮
、
こ
の
期
に
及
ん
で
も
こ
の
経
に
未
練
が
あ
る

か
。
日
頃
の
悪
口
雑
言
思
い
知
っ
た
か
」 

と
い
っ
て
眉
間
め
が
け
て
打
ち
つ
け
る
こ
と
三
度
。
大
聖
人
は
少

輔
房
の
右
腕
を
つ
か
ん
で
「
日
蓮
と
て
凡
夫
。
こ
の
腕
を
へ
し
折

っ
て
や
ろ
う
」
と
思
っ
て
そ
の
経
巻
を
見
れ
ば
、
第
五
の
巻
。 

「
五
の
巻
の
提
婆
達
多
品
は
悪
人
成
仏
の
教
え
。
勧
持
品
に
は
末

法
に
こ
の
経
を
弘
め
る
と
き
、
大
難
が
降
り
か
か
り
杖
で
打
た
れ

る
と
あ
る
。
今
、
日
蓮
を
打
ち
た
る
経
巻
も
第
五
の
巻
、
不
思
議

に
教
え
と
符
合
し
て
お
る
。
教
え
ど
お
り
な
ら
ば
法
華
経
の
広
宣

流
布
は
間
違
い
な
い
。
安
心
し
た
。
早
く
縄
を
打
ち
な
さ
れ
」 

と
自
ら
手
を
後
に
回
せ
ば
、
お
衣
の
上
よ
り
縄
を
打
た
れ
捕
ら
え

ら
れ
ま
し
た
。
大
聖
人
は
荒
筵
敷
き
の
馬
に
乗
せ
ら
れ
、
鎌
倉
市

中
を
引
き
回
さ
れ
て
七
里
が
浜
へ
と
連
れ
ら
れ
て
行
き
ま
し
た
。 
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平
和
公
園
墓
地
改
修
工
事 

終
了
の
お
知
ら
せ 

円
頓
寺
の
墓
地
と
隣
の
墓
地
と
の
境
界 

の
塀
に
亀
裂
が
入
っ
て
い
る
こ
と
が
わ 

か
り
、
昨
年
、
秋
の
お
彼
岸
過
ぎ
か
ら
、 

塀
の
作
り
直
し
と
合
わ
せ
て
、
境
界
近 

く
の
墓
地
整
備
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。 

具
体
的
に
は
、 

・
歴
代
住
職
の
お
墓
を
新
た
に
合
祀 

方
式
に
変
更 

・
歴
代
の
住
職
夫
人
の
お
墓
の
移
設 

・
永
代
供
養
塔
を
こ
ち
ら
へ
移
動
し
、 

階
段
を
取
っ
て
、
お
花
入
れ
を
増
設
、 

墓
誌
を
重
な
ら
な
い
よ
う
に
配
置
し
、 

平
地
で
の
お
参
り
を
可
能
に 

・
新
た
な
合
祀
供
養
塔
②
の
増
設 

と
い
う
円
頓
寺
の
墓
地
の
改
修
工
事
が
、 

春
の
お
彼
岸
中
に
完
成
し
ま
し
た
。 

こ
れ
に
合
わ
せ
て
、
三
月
二
十
六
日
の
墓
参
日
に
は
完
成
の

開
眼
法
要
を
行
い
ま
し
た
。
新
た
な
合
祀
供
養
塔
②
は
他
宗
の
方

も
、
他
寺
で
の
葬
儀
の
方
も
納
骨
可
能
で
す
。
し
た
が
っ
て 

・
実
家
の
墓
じ
ま
い
を
し
た
け
れ
ど
、
遺
骨
の
納
骨
先
は
円
頓
寺

に
あ
る
我
が
家
の
お
墓
の
近
く
が
い
い
な
あ
と
か
、
適
当
な
受

け
入
れ
先
が
み
つ
か
ら
な
い
の
で
探
し
て
い
る 

・
身
寄
り
の
な
い
親
戚
の
お
葬
式
は
し
た
け
れ
ど
、
お
骨
は
ど
こ

に
納
め
よ
う 

な
ど
と
い
う
方
も
、
お
声
掛
け
い
た
だ
け
れ
ば
納
骨
で
き
ま
す
。

こ
ち
ら
へ
納
骨
な
さ
れ
ば
、
自
分
の
先
祖
様
の
お
参
り
も
、
実
家

や
有
縁
の
方
の
お
参
り
も
、
同
じ
円
頓
寺
の
墓
地
内
に
て
可
能
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
で
埋
葬
さ
れ
て
い
る
方
に
、
お
参
り
す
る
人
が

い
な
く
て
さ
み
し
い
と
い
う
思
い
を
さ
せ
ず
に
済
み
ま
す
。 

 

以
前
か
ら
の
ご
要
望
を
ふ
ま
え
て
の
改
修
工
事
が
終
わ
り
ま
し

た
。
檀
家
の
皆
さ
ん
に
も
ご
利
用
い
た
だ
け
れ
ば
と
考
え
て
お
り

ま
す
。
檀
家
の
皆
さ
ん
は
も
ち
ろ
ん
、
お
困
り
の
方
の
相
談
に
も

応
じ
ま
す
の
で
、
ご
遠
慮
な
く
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。 

四
・

五
月
の
当
山
行
事 

※
鬼
子
母
神
様
ご
祭
礼 

・

四
月
十
八
日
㈫ 

午
後
一
時
半
よ
り 

読
経 

※
鬼
子
母
神
様 

ご
開
帳
法
要 

・

五
月
十
八
日
㈭ 

《
年
に
一
度
の
本
堂
で
の 

ご
開
帳
法
要
》 

午
後
一
時
半
よ
り 

読
経 

ご
開
帳
、
御
祈
祷
、 

お
加
持
を
行
い
ま
す
。 

★
年
中
祈
願
受
付
中 

※
ご
参
拝
、
ご
祈
願
申
し
込
み 

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。 
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