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ご
あ
い
さ
つ 

 
 

本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
お
か
げ
を
も
ち
ま
し
て
念
願

の
山
門
が
完
成
し
ま
し
た
。
庫
裡
の
改
修
か
ら
山
門
改
築
ま
で
約
１

年
半
。
無
事
に
終
え
ら
れ
ま
し
た
事
を
心
よ
り
感
謝
し
ま
す
と
共
に
、

寺
門
の
興
隆
に
際
し
て
皆
様
と
慶
賀
の
念
を
同
じ
く
し
て
お
り
ま

す
。
ご
支
援
を
頂
き
ま
し
た
皆
様
に
謹
ん
で
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

尚
、
今
年
中
に
本
堂
ま
で
の
参
道
を
改
修
す
る
予
定
で
す
。
工
事

期
間
中
、
境
内
の
往
来
が
し
に
く
く
な
り
ま
す
。
ご
不
便
を
お
か
け
し

ま
す
が
、
何
卒
ご
了
承
下
さ
い
。 

白
黒
は
っ
き
り
つ
け
る
こ
と
を
良
し
と
す
る
考
え
は
、
Ｙ
ｅ
ｓ
、
Ｎ
ｏ
の

２
つ
し
か
な
い
西
洋
の
二
元
的
思
想
が
影
響
し
て
い
る
と
聞
い
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
を
含
む
仏
教
圏
で
は
、
多
元
的

思
想
が
主
流
な
の
だ
と
か
。
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ど
ち
ら
の
思
想
が
優
れ
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
。
ア
ン
ケ
ー

ト
な
ど
に
見
え
る
「
ど
ち
ら
で
も
な
い
」
と
い
う
選
択
肢
も
ひ
ょ
っ
と 
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し
て
日
本
独
特
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

コ
ロ
ナ
が
始
ま
っ
て
２
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。
当
初
は
内
心
、
も
っ
と

深
刻
な
事
態
を
想
像
し
て
い
ま
し
た
。
幸
い
そ
の
悪
い
予
想
は
外
れ

ま
し
た
が
。
そ
の
間
世
の
中
は
、
ご
承
知
の
通
り
是
非
、
可
否
、
優
劣

な
ど
、
対
立
す
る
考
え
が
激
し
く
ぶ
つ
か
る
日
々
で
し
た
。 

今
年
は
、
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い

か
と
期
待
し
ま
す
。
文
字
通
り
コ
ロ
ナ
終
息
後
の
社
会
を
指
し
ま
す

が
。
き
っ
ぱ
り
、
明
日
か
ら
普
通
の
生
活
。
と
は
、
な
り
に
く
い
で
す

ね
。
白
と
も
黒
と
も
つ
か
な
い
日
々
を
経
て
、
い
つ
の
間
に
か
終
わ
っ
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
も
ご
縁
と
思
っ
て
「
今
こ
こ
」
を
有
難
く
過

ご
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
仏
の
世
界
は
白
も
黒
も
越
え
た
世
界
で
す
。

仏
の
眼
は
、
白
も
黒
も
、
ど
ち
ら
も
そ
の
ま
ま
を
観
て
お
ら
れ
ま
す
。  

仏
教
徒
と
し
て
、
１
度
は
そ
う
い
う
世
界
を
味
わ
い
た
い
で
す
ね
。

無
心
の
原
体
験
か
ら
得
た
日
々
を
、
牛
歩
の
如
く
着
実
に
、
時
に
虎

の
威
の
如
く
勇
気
を
も
っ
て
過
ご
し
て
参
り
た
い
も
の
で
す
。 
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年
間
行
事
予
定 

◎
１
月
１
４
日
（
金
） 

 

成
道
会
（
じ
ょ
う
ど
う
え
） 

 

釈
尊
が
お
悟
り
を
開
い
た
事
に
因
ん
だ
行
事 

※
塔
婆
供
養
の
み
開
催 

◎
１
月
１
５
日
（
土
） 

懺
法
会
（
せ
ん
ぼ
う
え
） 

観
音
さ
ま
に
懺
悔
と
安
泰
を
祈
願 

※
小
豆
粥
接
待
は
中
止 

◎
１
月
１
７
日 

 

初
観
音
講 

◎
２
月
１
１
日
（
祝
日
） 

 

新
福
寺
大
般
若 

※
祈
願
申
込
書
を
配
布
、 

※
バ
ス
参
拝
は
中
止 

◎
２
月
１
５
日 

 

涅
槃
会
（
ね
は
ん
え
） 

 
 

お
釈
迦
さ
ま
の
ご
命
日
、
大
涅
槃
図
展
覧 

◎
３
月
１
４
日 

 

春
季
巡
教
（
し
ゅ
ん
き
じ
ゅ
ん
き
ょ
う
） 

※
詳
細
未
定 

◎
春
分
の
日 

 

お
接
待 

ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す 

 
 

三
川
各
地
、
お
寺
は
観
音
堂
に
て
開
催 

☆
お
菓
子
の
お
接
待 

祝 

米
寿 

数
え
で
米
寿
（
昭
和
１
０
年
生
ま
れ
、
満

８
７
歳
）
を
お
迎
え
の
方
は
お
寺
ま
で
お
知

ら
せ
く
だ
さ
い
。
大
本
山
妙
心
寺
の
管
長
猊

下
よ
り
ご
祝
辞
と
記
念
品
が
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

修
理
箇
所
ご
報
告 

本
堂
・
本
玄
関
屋
根
瓦
の
修
繕
。
伝
道
掲
示

板
の
移
設
改
修
。
常
夜
灯
の
移
設
、
及
び
Ｉ

ｏ
Ｔ
化
。 

殊
勝
某
氏
よ
り
本
堂
前
提
灯
一
対
を
ご

供
養
頂
き
ま
し
た
。 

 

あ
と
が
き 

狭
心
症
、
石
灰
沈
着
性
腱
炎
、
交
差
症

候
群
、
ぎ
っ
く
り
腰
、
各
種
災
難
。
厄
年
が
本

当
に
有
る
か
無
い
か
は
さ
て
お
き
、
厄
年
と

呼
ぶ
に
相
応
し
か
っ
た
丑
年
。
私
に
と
っ
て
、

大
厄
に
あ
た
る
今
年
が
こ
の
程
度
の
災
い
で

済
み
、
あ
と
１
週
間
程
で
来
年
を
迎
え
ら
れ

そ
う
な
事
を
本
当
に
有
難
く
感
じ
て
い
ま

す
。
こ
の
紙
面
の
入
稿
が
間
に
合
う
か
ど
う

か
。
厄
年
で
す
の
で
、
何
か
あ
り
そ
う
な
気
が

す
る
ぞ
、
と
苦
笑
い
し
て
お
り
ま
す
。 

◎
５
月
５
日
（
祝
日
） 

 

降
誕
会
（
ご
う
た
ん
え
）
釈
尊
の
誕
生
日 

 

（
☆
山
門
に
て
甘
茶
接
待
）
未
定 

◎
６
月
下
旬 

 

新
亡
供
養
（
し
ん
も
う
く
よ
う
）  

  

本
山
妙
心
寺
よ
り
直
接
ご
案
内
が
ご
ざ
い
ま
す 

※
開
催
未
定 

◎
８
月
１
日
〜
１
４
日 

お
盆
の
お
参
り 

◎
８
月
１
６
日
（
火
） 

 

山
門
大
施
餓
鬼
（
さ
ん
も
ん
だ
い
せ
が
き
） 

(
☆
書
院
に
て
抹
茶
菓
子
接
待)

未
定 

◎
１
２
月
３
１
日 

２
３
時
半
〜
１
時 

 

除
夜
の
鐘  

    
  

 
 

◎
毎
月
１
７
日 

 

観
音
講 

◎
御
講
当
番 

 
 

 
 

 
 

海
崎･

宮
前
東
２ 

 

◎
第
２
第
４
水
曜
日
ご
詠
歌
練
習
日
（
休
会
） 

 

◎
お
寺
で
婚
活 

吉
縁
会
は
規
模
を
縮
小
し
て
再

開
し
て
い
ま
す 

 

※
年
間
行
事
は
、
未
定
、
中
止
の
も
の
が
含
ま
れ
ま
す
。 
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住
職
の
弟
、
宗
祐
禅
士
は
、
神
戸 

祥
福
寺
専
門
道
場
で
の
修

行
に
一
旦
区
切
り
を
つ
け
、
４
月
２
１
日
に
当
寺
と
ご
縁
の
深
い
、

後
藤
康
道
和
尚
様
の
居
ら
れ
る
国
東 

安
国
寺
に
入
寺
致
し
ま
し

た
。
こ
こ
に
到
る
ま
で
皆
様
か
ら
頂
き
ま
し
た
ご
法
愛
に
感
謝
し
、

謹
ん
で
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

   
 

祥
月
命
日
に
合
わ
せ
て
、
先
々
代
、
壽
山
和
尚
二
十
五
回
忌
を

執
り
行
い
ま
し
た
。
お
寺
の
法
事
は
齋
会
（
さ
い
え
）
と
言
っ
て
、
厳

粛
な
儀
式
で
す
。
お
供
え
物
は
１
つ
１
つ
お
香
を
焚
い
て
お
供
え

し
、
七
言
絶
句
の
漢
詩
を
唱
え
た
後
に
、
お
経
を
お
唱
え
し
ま
す
。 

 

本
堂
の
磬
子
（
け
い
す
） 

栄
龍
子 

 
 

磬
子
と
は
、
お
経
を
唱
え
る
時
に
叩
く
鐘
の
正
式
名
称
で
す
。

ご
家
庭
用
の
も
の
は
手
の
ひ
ら
に
乗
る
大
き
さ
で
す
が
、
寺
院
用

は
か
な
り
大
型
で
す
。
長
勝
寺
本
堂
に
あ
る
磬
子
は
、
栄
龍
子
と

い
う
銘
が
つ
い
て
お
り
京
都
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
溶
か
し
た
金
属

を
型
に
流
し
込
む
鋳
造
で
は
な
く
、
一
枚
の
黄
銅
板
を
木
槌
で
コ

ン
コ
ン
と
叩
き
延
ば
し
て
成
形
す
る
と
い
う
、
気
の
遠
く
な
る
製

法
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
非
常
に
ゆ
っ
た
り
と
し
た
う
ね
り
を
伴
い
、

荘
厳
な
音
色
と
、
豊
か
な
余
韻
を
長
く
保
つ
の
が
特
徴
で
す
。 

目
に
見
え
な
い
音
と
は
い
え
、
仏
さ
ま
や
ご
先
祖
様
に
お
供
え

す
る
も
の
で
す
か
ら
、
出
来
る
限
り
の
音
を
捧
げ
た
い
で
す
。 

 

 

  

檀
信
徒
皆
様
の
お
か
げ
さ
ま
で
、
こ
の
ほ
ど
新
し
い
山
門
が
完

成
い
た
し
ま
し
た
。
衞
藤
建
築
、
衞
藤
文
秋
棟
梁
渾
身
の
ご
尽
力

に
よ
り
、
新
山
門
は
伝
統
を
尊
び
つ
つ
、
旧
来
の
常
識
に
と
ら
わ
れ

な
い
、
禅
仏
教
の
建
築
様
式
を
体
現
し
た
建
物
と
な
り
ま
し
た
。 

シ

リ

ー

ズ

 

長

勝

寺

の

宝

 

新
・
山
門
が
完
成 

 

宗
祐
禅
士
、
安
国
寺
へ 

 

壽
山
忌
厳
修
す 

栄龍子（えいりゅうし）磬子。 

定期的に回転させることによ

り、叩くところが一カ所に集

中しないようにしています。 

 

上
部
架
構
に
は
、
旧
来
あ
り
が
ち
だ
っ
た
過
度
の
装
飾
を
排

し
、
用
の
美
を
追
求
し
ま
し
た
。
彫
刻
に
行
き
が
ち
だ
っ
た
目
線

を
木
そ
の
も
の
に
向
け
、
通
る
人
に
禅
的
心
境
を
与
え
ま
す
。 

垂
木
の
間
隔
は
従
来
よ
り
狭
く
し
て
二
軒
と
し
、
飛
檐
垂
木

に
は
先
端
垂
直
面
に
も
反
り
を
入
れ
ま
し
た
。木
割
（
加
工
す
る

際
の
割
合
）
に
は
数
寄
屋
の
要
素
が
融
合
し
て
い
ま
す
。
組
物
は

耐
久
性
に
優
れ
た
マ
キ
。
破
風
は
優
し
い
芳
香
の
カ
ヤ
。
懸
魚
に

は
寺
紋
の
算
木
が
施
さ
れ
ま
し
た
。
仏
法
僧
の
三
宝
を
表
し
、
当

寺
の
山
号
、
蔵
亀
山
の
亀
の
甲
羅
を
連
想
さ
せ
る
六
角
形
の
胴

張
り
太
瓶
束
３
本
で
棟
を
支
え
ま
す
。 

瓦
は
耐
久
性
に
優
れ
た
三
州
。
隙
間
が
出
来
な
い
よ
う
に
、
す

べ
て
グ
ラ
イ
ン
ダ
ー
や
砥
石
で
丁
寧
な
微
調
整
（
摺
合
わ
せ
）
を

施
し
て
い
ま
す
。
６
枚
あ
る
鬼
瓦
は
、
旧
山
門
の
意
匠
を
踏
襲
し

ま
し
た
。
熨
斗
に
は
わ
ず
か
な
隙
間
「
透
か
し
」
を
入
れ
。
瓦
の
本

場
、
奈
良
の
伝
統
に
従
っ
た
葺
き
方
で
仕
上
が
り
ま
し
た
。 

袖
壁
は
漆
喰
仕
上
げ
と
し
、
上
部
に
躍
動
感
の
あ
る
「
波
欄

間
」
を
据
え
て
向
い
側
が
透
け
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
屋
根
に
は

目
板
瓦
を
使
用
し
、直
線
美
が
山
門
と
の
対
比
を
生
み
ま
す
。 

今
後
５
０
０
年
ほ
ど
、
長
勝
寺
の
門
と
し
て
聳
え
ま
す
が
、
未

来
を
支
え
る
後
世
の
方
々
に
、
禅
を
象
徴
す
る
遺
産
と
し
て
受

け
継
が
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
嬉
し
く
想
像
し
ま
す
。 

敷
石
は
京
都
で

何
百
年
と
使
わ
れ

て
き
た
古
材
を
手

作
業
で
敷
き
込
み

ま
し
た
。
敷
石
に

も
真
行
草
が
あ
り

ま
す
が
、
今
回
は

真
の
敷
石
で
す
。 

吉
野
産
ヒ
ノ
キ

の
柱
は
、
６
本
す
べ

て
に
飛
鳥
時
代
の

特
徴
で
、
中
央
部

が
膨

ら

む

「
胴

張
」
を
施
し
、
視

覚
効
果
と
強
度
を

増
し
て
い
ま
す
。 


