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重
要
文
化
財

金
剛
寺
仁
王
門
と
不
動
堂
の
位
置
の
ず
れ

別
格
本
山
　
高
幡
山
金
剛
寺

貫
主
　
川
　
澄
　
祐
　
勝

三
頁
の
お
知
ら
せ
の
通
り
間
も
な
く
当
山
仁
王
門
の
五
十
六
年
ぶ
り
の
屋
根
替
工
事
及
び
耐

震
補
強
工
事
が
始
ま
り
ま
す
が
、
こ
の
仁
王
門
と
東
京
都
最
古
の
文
化
財
建
造
物
不
動
堂
の
向

き
は
微
妙
に
ず
れ
て
お
り
ま
す
（
左
図
参
照
）。
こ
の
ず
れ
は
高
幡
山
境
内
地
変
遷
の
謎
の
一

つ
に
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
こ
の
機
会
に
再
録
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

現
在
の
仁
王
門
は
室
町
時
代
に
当
初
楼
門
と
し
て
計
画
さ
れ
ま
し
た
が
、
途
中
何
ら
か
の
理

由
で
計
画
変
更
さ
れ
、
上
層
の
主
要
部
を
覆
う
形
で
切
妻
の
屋
根
が
か
け
ら
れ
、
外
観
は
単
層

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
昭
和
三
十
四
年
か
ら
の
解
体
復
原
修
理
の
際
、
上
層
の
組
物
等
も
生
か

し
て
楼
門
と
し
て
復
原
さ
れ
、
屋
根
は
入
母
屋
の
銅
版
葺
に
な
り
ま
し
た
。

旧
小
野
み
ち
（
現
川
崎
街
道
）
に
平
行
し
て
建
て
ら
れ
て
い
る
こ
の
仁
王
門
の
礎
石
は
鎌
倉

時
代
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
礎
石
か
ら
旧
大
日
堂
に
か
け
て
の
線
が
建
武

以
前
の
高
幡
山
境
内
の
主
軸
の
線
で
そ
の
左
右
に
儀
海
上
人
の
住
房
虚
空
蔵
院
ほ
か
い
く
つ
も

の
塔
頭
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
古
い
境
内
地
に
建
武
の
大
風
で
顛
倒
し
た
不
動
堂
を
時
の
住
僧
儀
海
上
人
が
移
し
建
て

た
の
が
現
在
の
不
動
堂
で
す
が
、
そ
の
際
不
動
堂
と
山
内
鎮
守
五
部
権
現
社
は
旧
別わ
か

旅た
び

み
ち

（
現
参
道
）
に
真
向
く
か
た
ち
で
建
て
ら
れ
ま
し
た
の
で
仁
王
門
と
不
動
堂
の
位
置
に
約
七
度

の
ず
れ
が
生
じ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
仁
王
門
は
室
町
後
期
に
立
て
直
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
折
に

も
正
面
の
参
道
や
不
動
堂
と
の
位
置
調
整
を
せ
ず
に
仁
王
門
は
旧
礎
石
の
上
に
再
建
さ
れ
ま
し
た
。

不
動
堂
は
平
安
後
期
の
創
建
当
時
、
西
党
高
幡
氏
が
三
代
に
亘
っ
て
俗
別
当
に
つ
き
ま
し
た

が
、
そ
れ
以
降
は
高
幡
山
が
別
当
寺
と
し
て
不
動
堂
を
管
理
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
故
室
町
時

代
の
当
山
関
係
者
は
応
永

の
勧
進
状
で
発
願
主
乗
海

が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
不

動
堂
は
い
つ
の
日
か
根
本

の
遺
跡
に
移
建
す
べ
き
も

の
と
考
え
、
両
堂
の
位
置

調
整
を
行
わ
な
か
っ
た
の

だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
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お
不
動
さ
ま
は
怒
り
の
姿
を
し
て

私
た
ち
を
見
守
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
怒
り
の
形
相
の
仏
さ
ま
は
真

言
密
教
の
寺
院
で
多
く
祀
ら
れ
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
仏
さ
ま
は
、
た
い
が
い

明
王
と
い
う
部
類
に
な
っ
て
い
ま
す
。

明
王
は
如
来
の
使
者
と
し
て
、
観
音

さ
ま
の
よ
う
に
や
さ
し
い
姿
で
は
救

い
が
た
い
衆
生
を
き
び
し
く
導
き
、

安
ら
か
な
境
地
へ
誘
う
の
で
す
。
お

不
動
さ
ま
に
加
え
て
、
降
三
世
明
王
、

軍
荼
利
明
王
、
大
威
徳
明
王
、
金
剛

夜
叉
明
王
が
お
不
動
さ
ま
と
一
緒
に

祀
ら
れ
、
五
大
明
王
と
い
わ
れ
ま
す
。

そ
の
ほ
か
に
愛
染
明
王
や
孔
雀
明
王

な
ど
も
昔
か
ら
多
く
の
尊
崇
を
あ
つ

め
る
仏
さ
ま
で
し
た
。

こ
の
よ
う
な
明
王
は
お
不
動
さ
ま

が
剣
を
持
つ
よ
う
に
、
武
器
を
手
に

す
る
姿
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

武
器
は
衆
生
の
救
い
が
た
い
煩
悩
を

打
ち
破
る
働
き
を
表
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
武
器
を
持
つ
仏
さ
ま
は

真
言
宗
の
源
流
で
あ
る
イ
ン
ド
の
密

教
で
祀
ら
れ
、
信
仰
さ
れ
ま
し
た
。

優
し
い
姿
で
現
れ
る
観
音
さ
ま
の
中

に
も
、
千
手
観
音
の
よ
う
に
武
器
を

手
に
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

心
安
ら
か
な
境
地
へ
と
人
々
を
導

く
こ
と
を
重
視
す
る
仏
教
で
、
安
ら

か
な
心
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
武
器
が

登
場
す
る
と
こ
ろ
に
、
真
言
密
教
の

発
想
の
逆
転
が
あ
る
の
で
す
。

武
器
は
戦
い
の
道
具
で
す
。
そ
し

て
戦
い
は
怒
り
の
煩
悩
が
も
た
ら
す

も
の
で
す
か
ら
、
仏
教
で
は
戦
い
を

鎮
め
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
ま
す
。
し

か
し
そ
れ
は
怒
り
の
煩
悩
を
す
べ
て

打
ち
消
せ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

密
教
が
登
場
す
る
ま
で
の
イ
ン
ド

の
仏
教
で
は
貪
り
や
怒
り
と
い
っ
た

心
を
乱
す
煩
悩
を
打
ち
消
す
修
行
が

重
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
密

教
が
登
場
す
る
と
、
そ
の
よ
う
に
心

を
汚
す
煩
悩
を
打
ち
消
す
の
で
は
な

く
、
そ
の
よ
う
な
煩
悩
の
働
き
を
も

っ
と
積
極
的
に
活
か
そ
う
と
い
う
発

想
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
は
私
た
ち
の
心
を
厳
し
く
見

つ
め
な
お
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
怒

り
の
心
を
抑
え
れ
ば
よ
し
と
せ
ず
、

怒
り
の
心
が
私
た
ち
を
生
か
し
て
い

る
こ
と
も
見
つ
め
な
お
さ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
怒
り
の
心
が
個
人
や

民
族
や
国
家
を
超
え
て
、
さ
ら
に
地

球
の
規
模
に
向
け
ら
れ
る
な
ら
、
そ

の
怒
り
は
地
球
環
境
の
破
壊
と
い
う

人
間
の
愚
か
し
い
行
為
を
告
発
す
る

い
世
界
秩
序
を
作
っ
て
富
を
蓄
積
し

て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ

う
な
欧
米
が
組
み
立
て
る
世
界
秩
序

に
対
す
る
恨
み
が
爆
発
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
も
目
を
覆
い
た
く
な
る
よ
う
な

凄
惨
な
殺
人
を
見
せ
し
め
の
た
め
に

公
開
し
な
が
ら
、
欧
米
の
世
界
秩
序

や
価
値
観
を
否
定
す
る
戦
闘
を
行
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
に
敵
対
す
る
国
家

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
益
を
求
め
つ
つ
、

過
激
な
集
団
へ
の
激
し
い
戦
闘
行
為

定
の
民
族
に
対
す
る
蔑
視
と
憎
悪
が

と
て
も
強
く
な
っ
て
い
ま
す
。
隣
国

へ
の
憎
悪
は
も
は
や
救
い
が
た
い
心

の
現
れ
と
さ
え
思
え
ま
す
。
ま
た
、

国
外
で
は
相
変
わ
ら
ず
戦
争
が
止
む

こ
と
な
く
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
多
く

の
尊
い
命
が
国
家
や
宗
教
の
名
の
も

と
に
失
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は

安
ら
か
な
心
を
求
め
る
怒
り
は
見
当

た
り
ま
せ
ん
。

か
つ
て
中
東
地
域
を
蹂
躙
し
た
欧

米
の
先
進
国
が
、
自
ら
の
都
合
の
よ

で
対
応
し
て
い
ま
す
。

殺
し
合
い
は
憎
し
み
を
増
幅
さ
せ
、

戦
闘
の
た
め
に
は
怒
り
を
人
々
の
中

に
か
き
立
て
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
戦
闘
の
中
で
心
が
清
ま

る
の
で
し
ょ
う
か
。
心
が
安
ら
ぎ
に

向
か
う
の
で
し
ょ
う
か
。

誰
も
が
必
死
に
な
っ
て
生
き
て
い

ま
す
。
特
に
戦
争
地
域
で
は
、
多
く

の
人
々
が
逃
げ
惑
い
な
が
ら
、
明
日

へ
と
命
を
つ
な
ぐ
こ
と
に
必
死
に
な

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
人
々
も
、
き
っ

と
恨
み
を
懐
き
、
悲
惨
な
境
遇
に
追

い
込
ん
だ
敵
に
怒
り
懐
い
て
し
ま
う

で
し
ょ
う
。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
怒
り
や
恨
み

の
中
で
も
、
人
類
の
愚
か
さ
を
身
に

し
み
て
体
験
し
て
い
る
は
ず
で
す
。

し
か
し
目
の
前
の
敵
を
憎
む
だ
け
で

精
一
杯
な
の
で
し
ょ
う
。
人
類
は
平

和
を
求
め
て
数
千
年
間
も
戦
争
を
し

続
け
て
い
ま
す
が
、
こ
の
怒
り
の
心

の
底
に
流
れ
て
い
る
清
ら
か
な
心
に

か
す
か
な
期
待
と
救
い
を
求
め
る
こ

と
が
私
た
ち
の
生
き
方
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
お
不
動
さ
ま
の
心
を
求

め
る
こ
と
の
意
義
が
、
こ
こ
に
も
あ

る
と
思
い
ま
す
。

勇
気
と
も
結
び
つ
き
ま
す
。
あ
る
い

は
人
類
が
勝
手
に
世
界
を
支
配
す
る

た
め
に
野
生
動
物
た
ち
が
自
然
の
中

で
い
き
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い

る
現
実
へ
の
怒
り
の
心
が
、
あ
ら
た

な
野
生
動
物
保
護
の
運
動
に
つ
な
が

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
今
、
目
の
前
に
見
え

る
個
人
や
民
族
や
国
家
へ
の
怒
り
で

は
な
く
、
そ
の
怒
り
を
も
っ
と
広
い

世
界
へ
と
向
け
る
と
、
怒
り
の
心
が

清
ら
か
な
心
と
結
び
つ
く
こ
と
も
あ

る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
怒

り
は
も
は
や
煩
悩
を
超
え
て

い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま

さ
し
く
明
王
と
い
わ
れ
る
仏

さ
ま
は
私
た
ち
の
想
像
を
超

え
る
広
い
世
界
を
見
す
え
て
、

私
た
ち
の
救
い
が
た
い
心
を

清
め
て
く
だ
さ
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
明
王
の
世

界
を
思
い
浮
か
べ
る
と
、
私

た
ち
の
生
き
て
い
る
今
の
世
界
へ
の

眼
差
し
が
違
っ
て
く
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

こ
の
世
に
は
怒
り
が
充
ち
満
ち
て

い
ま
す
。
毎
日
の
よ
う
に
凄
惨
な
事

件
が
報
道
さ
れ
ま
す
。
信
じ
が
た
い

殺
人
や
傷
害
の
事
件
が
止
む
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
事
件
を
起
こ
し
た
人

の
み
な
ら
ず
、
事
件
の
報
道
に
接
し

た
人
々
の
心
さ
え
怒
り
・
憎
し
み
の

煩
悩
が
汚
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
特
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一
、
仁
王
門
屋
根
葺
替
修
理

及
び
耐
震
補
強
工
事

重
要
文
化
財
の
仁
王
門
は
昭
和
三
十
五
年
の
解
体
・
復
原

工
事
よ
り
五
十
年
以
上
が
経
過
し
、
屋
根
の
銅
板
の
劣
化
が

進
ん
で
い
ま
す
の
で
葺
替
修
理
を
行
い
ま
す
。
ま
た
平
成
二

十
五
年
度
に
行
っ
た
耐
震
診
断
の
結
果
、
大
地
震
時
に
備
え

耐
震
補
強
工
事
も
併
せ
て
行
い
ま
す
。
工
事
期
間
は
三
月
か

ら
九
月
ま
で
の
七
ヶ
月
間
の
予
定
で
す
。
期
間
中
は
仁
王
門

を
左
右
か
ら
迂
回
す
る
形
に
な
り
ま
す
の
で
ご
協
力
の
程
、

御
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。（
下
図
参
照
）

二
、
身
障
者
用
ト
イ
レ
新
設

昨
年
秋
に
五
重
塔
々
院
北
側
入
口
の
ス
ロ
ー
プ
工
事
が
完

成
し
ま
し
た
の
で
、
今
年
は
塔
院
に
身
障
者
用
の
ト
イ
レ
を

新
設
い
た
し
ま
す
。（
下
図
参
照
）

今
年
の
境
内
整
備
事
業
は
左
の

五
事
業
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す

一
、
仁
王
門
屋
根
葺
替
修
理
及
び

耐
震
補
強
工
事

二
、
塔
院
身
障
者
用
ト
イ
レ
新
設

三
、
火
災
報
知
設
備
の
新
設
と
改
修

四
、
山
内
八
十
八
ヶ
所
の
展
望

五
、
彼
岸
花
球
根
の
植
付

三
、
火
災
報
知
設
備
の
新
設
と
改
修

大
師
堂
・
聖
天
堂
に
火
災
報
知
設
備
を
設
置
し
、
併
せ
て

老
朽
化
に
伴
う
境
内
全
域
の
火
災
報
知
設
備
の
交
換
を
今
春

よ
り
開
始
致
し
ま
す
。

四
、
山
内
八
十
八
ヶ
所
の
展
望

山
報
八
十
九
号
巻
頭
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
山
内
八
十
八

ヶ
所
第
五
十
三
番
札
所
附
近
の
雑
木
整
理
は
日
野
市
に
相
談

し
ま
し
た
と
こ
ろ
本
年
行
う
予
定
と
の
事
で
す
。

五
、
彼
岸
花
球
根
奉
納
の
御
願
い

高
幡
不
動
尊
で
は
、
ご
参
詣
の
皆
様
に
四
季
を
通
じ
て
楽

し
ん
で
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
裏
山
不
動
ヶ
丘
の
整
備
を
進
め

て
お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
度
、
日
野
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ

ブ
五
十
周
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
山
内
八
十
八
ヶ
所
巡

拝
路
沿
い
（
馬
場
跡
付
近
）
に
彼
岸
花
の
球
根
を
植
付
け
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

ご
参
詣
の
皆
様
の
お
力
も
お
借
り
し
て
三
万
株
の
球
根
を

植
付
け
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
ご
協
力
賜
わ
り
ま

す
よ
う

お
願
い

申
し
上

げ
ま
す
。

尚
球

根
の
植

付
は
六

月
初
旬

頃
を
予

定
し
て

お
り
ま

す
。

彼岸花植付予定地畧図



高 幡 不 動 尊 平成27年3月1日 （4）第90号

ゲストの皆さん勢揃い（節分年男） 2/3

突風で倒れた白樫　2月15日夜500食を完食　星まつり・冬至うどん　12/22

後姿もかわいい　にこにこ地蔵尊開眼法要　12/2初日の出　1/1



平成27年3月1日 高 幡 不 動 尊（5） 第90号

今年はどれにしよう？
だるま市　1/28

家族揃って一つき
除夜の鐘　1/1

華を添えるミス日本の皆さん
節分会　2/3

節分会の福銭作り
遍照講の皆さん　1月中旬

一斉放水始め！
文化財防火デー　1/26

常楽会法要　於大日堂　2/15毎座ご法話をいただく鈴木公道先生
初不動　1/28



高 幡 不 動 尊 平成27年3月1日 （6）第90号

ベ
ン
チ
奉
納
者
芳
名
（
敬
称
略
）

（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
〜
二
十
七
年
一
月
三
十
一
日
）

ご
奉
納
御
礼

飾
区

落
　
合
　
延
　
江

世
田
谷
区

高
　
橋
　
典
　
子

２
本
　
西
東
京
市

秋
　
本
　
キ
ヨ
子

武
蔵
野
市

蛯
　
名
　
良
　
昭

府
中
市

萩
　
原
　
あ
　
さ

国
立
市

小
　
出
　
久
　
寛

国
立
市

小
　
出
　
昌
　
子

２
本
　
多
摩
市

大
　
塚
　
政
　
郎

２
本
　
多
摩
市

大
　
塚
　
と
も
子

立
川
市

大
　
森
　
久
美
子

日
野
市

平
　
　
　
公
　
郎

日
野
市

平
　
　
　
幸
　
枝

日
野
市

高
　
荷
　
幸
　
子

八
王
子
市

大
　
熊
　
彰
　
子

八
王
子
市

大
　
熊
　
健
　
一

八
王
子
市

中
　
田
　
健
　
斗

町
田
市

山
　
本
　
芳
　
男

相
模
原
市

松
　
本
　
信
　
子

日
野
市
　

遠
　
藤
　
和
　
子

三
鷹
市
　
㈲
原
田
工
務
店
代
表
取
締
役

原
　
田
　
繁
　
人

武
蔵
野
市

南
　
條
　
美
代
子

府
中
市
　
田
　
中
　
喜
八
朗

世
田
谷
区
　
大
　
竹
　
迪
　
子

日
野
市
　
伊
　
東
　
晴
　
雄

八
王
子
市
　
武
　
　
　
金
　
吾

川
崎
市
　
井
　
上
　
朝
　
雄

国
立
市
　
㈱
　
サ
　
ト
　
ウ

八
王
子
市

中
　
津
　
満
壽
美

ふ
じ
み
野
市
　
岸
　
　
　
　
　
延

港
区
　
倉
　
橋
　
宏
　
幸

多
摩
市
　
根
　
岸
　
昭
　
博

日
野
市
　
中
　
川
　
世
津
子

八
王
子
市
　
並
　
木
　
　
　
崇

横
浜
市
　
太
　
田
　
隆
　
夫

世
田
谷
区
　
㈱
Ｈ
・
Ｍ
ハ
ウ
ジ
ン
グ
・
セ
ン
タ
ー

日
野
市
　
㈱
安
藤
設
備
安
藤
安
夫

仁
王
門
修
復

寄
進
者
芳
名
（
敬
称
略
）

（
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
〜
二
十
七
年
二
月
四
日
）

境
内
整
備
緑
化
資
金

寄
進
者
芳
名
（
敬
称
略
）

（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
〜
二
十
七
年
一
月
三
十
一
日
）

左
記
ご
奉
納
頂
き
大
変
有
難

く
厚
く
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

幟
旗
奉
納
者
芳
名
（
敬
称
略
）

（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
〜
二
十
七
年
一
月
三
十
一
日
）

千
体
地
蔵
尊

奉
安
者
芳
名
（
敬
称
略
）

（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
〜
二
十
七
年
一
月
三
十
一
日
）

インドハンセン病救援金
阪神大震災救援金
トルコ大地震救援金
台湾大地震救援金
三宅島災害救援金
インド大地震救援金
イラン大地震救援金
カンボジア小学校建設資金
ラオス教育振興資金・井戸掘削援助資金
新潟中越地震・中越沖地震救援金
スマトラ沖地震大津波災害救援金
スリランカ・スリジナラタナ社会福祉協会
アフガニスタン児童教育援助金
アフリカ緊急募金
パキスタン北部大地震救援金
ジャワ島地震救援金
能登半島沖地震救援金
ソロモン諸島沖地震救援金
ミャンマー大水害救援金
四川省大地震救援金
読売愛と光の事業団社会福祉事業基金
スマトラ・サモア地震救援金
中米ハイチ大地震救援金・チリ大地震救援金
宮崎県口蹄疫被害畜産農家救援金
日野市社会福祉協議会への寄附
東日本大震災救援金

総　　　　計

（18回） 15,000,000円也
（４回） 4,104,039円也
（１回） 1,000,000円也
（１回） 1,000,000円也
（２回） 2,000,671円也
（１回） 512,609円也
（１回） 1,000,000円也
（１回） 100,000円也
（１回） 800,000円也
（３回） 3,100,000円也
（１回） 2,000,000円也
（１回） 1,030,000円也
（７回） 5,500,000円也
（８回） 4,400,000円也
（１回） 1,000,000円也
（１回） 1,000,000円也
（１回） 250,000円也
（１回） 250,000円也
（１回） 500,000円也
（１回） 1,000,000円也
（１回） 300,000円也
（１回） 200,000円也
（３回） 1,300,000円也
（１回） 1,000,000円也
（18回） 5,400,000円也
（16回） 30,000,000円也

（96回） 83,747,319円也

各　種　募　金　総　計　表
（東日本大震災救援金は、30,000,000円に）

平成９年以降皆さまから寄せられました各種募金の合計は
上記の通りでございますので御礼旁々ご報告申し上げます。

平成27年２月末日　　高幡不動尊金剛寺執事

募金の御礼とご報告

大
提
灯
奉
納
者
芳
名
（
敬
称
略
）

（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
〜
二
十
七
年
一
月
三
十
一
日
）

国
宝
ま
つ
り
み
こ
し
パ
レ
ー
ド

四
月
二
十
九
日
（
水
・
昭
和
の
日
）

当
日
は
境
内
で
が
ら
く
た
市
も
開
か
れ
、
午
後
か
ら
は
歴
史
講

演
会
も
ご
ざ
い
ま
す
。

四季の部　銅賞「みこしで賑わう参道」
国分寺市　本多　忠雄



平成27年3月1日 高 幡 不 動 尊（7） 第90号

ジョウビタキ（雄）（ツグミ科）

自然豊かな高幡不動尊の春をお楽しみ下さい
今回は3～5月頃見られる小鳥を紹介致します
毎年賑やかに鳴いていました画眉鳥が今年は静かになっています。

アオバズク（フクロウ科） コゲラ（キツツキ科）

アオジ（ホオジロ科） ウグイス（ウグイス科） ウソ（アトリ科）

シメ（アトリ科） シロハラ（ツグミ科）

当
山
の
記
念
碑
・
文
学
碑
(2)

未
来
図
創
刊
二
百
号
記
念
句
碑

平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
三
日
未
来
図
の
会
建
立

未
来
図
は
直
線
多
し
早
稲
の
花

子

俳
誌
未
来
図
主
宰
鍵
和
田

子
先
生
の
第
一
句
碑
で
鼻
井
か

ら
の
小
流
に
沿
っ
て
立
つ
。
中
村
草
田
男
先
生
没
後
未
来
図
創

刊
、
句
集
十
数

冊
、
俳
人
協
会

理
事
、
大
磯
町

鴫
立
庵
々
主
、

俳
人
協
会
賞
ほ

か
受
賞
多
数
。

平
成
二
十
六
年

度
毎
日
芸
術
賞

受
賞
。 東

日
本
大
震
災
犠
牲
者
慰
霊

二
万
体
陶
製
地
蔵
尊
像

皆
さ
ま
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
東
日
本
大
震
災

犠
牲
者
慰
霊
地
蔵
尊
像
奉
安
事
業
は
二
月
二
十
日
現
在
五
五
〇

〇
体
に
達
し
て
お
り
ま
す
が
、
尚
一
層
の
ご
支
援
ご
協
力
を
お

願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。



高 幡 不 動 尊 平成27年3月1日 （8）第90号

春
の
行
事
案
内

◇
三
　
月
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
８
日
（
日
）

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

○
15
日
（
日
）

ご
ざ
れ
市
（
が
ら
く
た
市
）〈
雨
天
決
行
〉

○
21
日
（
土
）

春
分
の
日
　
彼
岸
会
法
要
〈
午
前
七
時
〉
大
日
堂

弘
法
大
師
正
御
影
供
　
　
〈
午
前
七
時
〉
大
日
堂

月
例
写
経
会
〈
午
後
一
時
三
十
分
〉
貫
主
法
話

○
24
日
（
火
）

千
体
地
蔵
尊
月
例
法
要〈
午
後
二
時
〉
法
話
山
内
僧
侶

○
28
日
（
土
）

月
例
祭
（
ご
縁
日
）

◇
四
　
月
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
８
日
（
水
）

花
ま
つ
り
（
灌
仏
会
）〈
午
前
十
一
時
〉

尚
、
甘
茶
接
待
は
四
月
四
日（
土
）〜
八
日（
水
）ま
で
行
い
ま
す
。

○
12
日
（
日
）

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

○
19
日
（
日
）

ご
ざ
れ
市
（
が
ら
く
た
市
）〈
雨
天
決
行
〉

○
21
日
（
火
）

月
例
写
経
会
〈
午
後
一
時
三
十
分
〉
貫
主
法
話

○
26
日
（
日
）
〜
29
日
（
水
）

春
季
大
祭
国
宝
ま
つ
り

（
詳
細
は
左
頁
参
照
）

◇
五
　
月
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
９
日
（
土
）
・
10
日
（
日
）

第
十
八
回
ひ
の
新
選
組
ま
つ
り

○
９
日
（
土
）

新
選
組
友
の
会
・
歳
三
忌

○
10
日
（
日
）

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

○
17
日
（
日
）

ご
ざ
れ
市
（
が
ら
く
た
市
）〈
雨
天
決
行
〉

○
21
日
（
木
）

月
例
写
経
会
〈
午
後
一
時
三
十
分
〉
貫
主
法
話

○
24
日
（
日
）

千
体
地
蔵
尊
月
例
法
要〈
午
後
二
時
〉
法
話
山
内
僧
侶

○
28
日
（
木
）

五
月
大
祭

記
念
講
演
　
午
後
二
時
―
聴
講
無
料
―

講
師
　
東
京
農
業
大
学
名
誉
教
授

鹿
児
島
大
学
客
員
教
授
　
小
泉
武
夫
先
生

演
題
　
「
心
と
体
の
た
め
の
食
事
学
」

（
毎
月
十
五
日
に
は
お
焚
き
上
げ
が

行
わ
れ
ま
す
）

花
ま
つ
り
法
要
と
甘
茶
接
待

四
月
八
日
に
お
釈
迦
様
の
お
誕
生
を
お
祝
い
す
る
花
ま
つ
り
法
要

が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。
灌
仏
会
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
法
要
は
、
お
釈

迦
様
が
ル
ン
ビ
ニ
ー
で
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
と
き
龍
王
が
甘
露
の
雨

を
降
ら
せ
て
祝
福
し
た
故
事
に
な
ら
い
誕
生
仏
に
甘
茶
を
そ
そ
ぎ
ま

す
。当

山
で
も
花
御
堂
を
飾
り
、
誕
生
仏
に
甘
茶
を
そ
そ
ぎ
、
お
祝
い

の
花
ま
つ
り
法
要
（
灌
仏
会
）
が
行
わ
れ
ま
す
。

甘

茶

接

待
　
四
月
四
日（
土
）

四
月
八
日（
水
）

花
ま
つ
り
法
要
　
四
月
八
日（
水
）

多
摩
八
十
八
ヶ
所
巡
拝
の
ご
案
内

当
山
で
は
昭
和
四
十
八
年
よ
り
毎
年
、
四
月
か
ら
十
月
に
か
け
て

多
摩
八
十
八
ヶ
所
巡
り
を
実
施
致
し
て
お
り
ま
す
。
巡
拝
は
初
め
て

の
方
で
も
先
達
の
お
坊
さ
ん
の
案
内
を
い
た
だ
き
乍
ら
月
一
回
の
楽

し
い
巡
拝
が
出
来
ま
す
。
ご
知
友
誘
い
合
せ
て
ご
参
加
下
さ
い
ま
す

よ
う
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

記

一
、
巡
　
拝
　
毎
月
第
一
週
の
火
・
木
・
日
曜
日
（
五
月
は
第
二
週
）

一
、
会
　
費
　
四
九
、
六
〇
〇
円
（
七
回
分
）
分
割
納
入
も
可

（
納
経
料
・
バ
ス
代
・
保
険
料
等
を
含
む
）

一
、
昼
　
食
　
各
自
持
参

※
詳
し
く
は
高
幡
山
事
務
局
内
龍
華
会
ま
で

電
話
　
〇
四
二
―
五
九
一
―
〇
〇
三
二
番

～



平成27年3月1日 高 幡 不 動 尊（9） 第90号

大
写
経
会
の
お
知
ら
せ

当
山
で
は
、
春
季
大
祭
国
宝
ま
つ
り
中
左
記
の
通
り
大
写
経
会

を
奉
修
致
し
ま
す
の
で
、
ご
知
友
お
誘
い
合
せ
て
ご
参
加
下
さ
い
。

記

一
、
日
　
　
時

四
月
二
十
七
日
（
月
）
九
時
三
十
分

一
、
会
　
　
場

高
幡
不
動
尊
客
殿

一
、
会
　
　
費

金
五
千
円
也
（
尚
、
当
山
招
待
者
は
三
千
円
）

（
含
写
経
奉
納
金
、
昼
食
代
〔
精
進
料
理
〕、
記
念
品
）

一
、
募
集
人
数

先
着
一
五
〇
名

一
、
日
　
　
程

○
お
申
込
・
お
問
合
せ
は
高
幡
不
動
尊
写
経
係
ま
で

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
〇
四
二
―
五
九
一
―
〇
〇
三
二
番
（
代
）

受　　　付 9:00分
より

客 殿 集 合 9:20分
写　　　経 9:30分
大護摩修行｝11:30分写経奉納式
貫 主 挨 拶｝12:15分昼　　　食

記 念 法 話 13:00分

稚
児
募
集
要
項

来
る
四
月
二
十
八
日
（
火
）
の
春
季

大
祭
国
宝
ま
つ
り
の
お
稚
児
を
左
記
の

通
り
募
集
致
し
ま
す
。
奮
っ
て
ご
参
加

下
さ
い
。

記

一
、日

時
　
四
月
二
十
八
日（
火
）

午
後
一
時

一
、集

合
　
午
前
十
一
時
三
十
分

（
本
坊
）

一
、申

込
　
四
月
二
十
五
日
ま
で

一
、冥
加
料

金
七
千
円
也
（
お
護
摩
料
、

お
守
り
札
、
稚
児
袋
、
お

供
物
、
衣
裳
料
、
化
粧

料
、
弁
当
二
人
前
）

一
、年

齢
　
三
歳
〜
七
歳
位
ま
で

一
、ご
準
備

服
装
自
由
（
し
ご
き
紐
・

細
紐
を
各
一
本
ご
持
参

下
さ
い
）
履
物
は
な
る

べ
く
草
履
・
足
袋
を
ご

持
参
下
さ
い
。

○
四
月
二
十
六
日
（
日
）

東
日
本
大
震
災
慰
霊
大
法
要
…
…
…
午
前
十
一
時
（
大
日
堂
）

※
記
念
講
演
【
聴
講
無
料
】
…
…
…
午
前
十
時
（
大
日
堂
）

講
師

宮
城
県
岩
沼
市
　
佐
藤
　
雅
晴
　
先
生

岩
誓
寺
御
住
職

演
題
　
「
東
日
本
大
震
災
の
今
」

○
四
月
二
十
七
日
（
月
）

大
写
経
会
…
…
…
…
…
…
…
…
…
午
前
九
時
三
十
分（
客
殿
三
階
）

写
経
奉
納
大
護
摩
修
行
…
…
…
…
…
午
前
十
一
時
三
十
分（
不
動
堂
）

※
記
念
講
演
【
聴
講
無
料
】
…
…
…
午
後
一
時
（
塔
院
大
ホ
ー
ル
）

講
師

智
山
伝
法
院
常
勤
教
授
　
小
林
　
靖
典
　
先
生

清
　
泰
　
寺
　
住
　
職

演
題
　
「
仏
さ
ま
の
法
を
、
伝
え
広
め
る
こ
と
と
は
」

○
四
月
二
十
八
日
（
火
）

春
季
大
祭
国
宝
ま
つ
り
　
世
界
平
和
祈
願

稚
児
練
供
養
大
護
摩
修
行
…
…
午
後
一
時（
不
動
堂
）

※
奉
納
演
芸
【
入
場
無
料
】
…
…
…
午
後
三
時
（
塔
院
大
ホ
ー
ル
）

林
家
　
た
い
平
　
師
匠
　
落
語
会

◇
賑
わ
い
ま
す
の
で
お
早
め
に
お
出
か
け
下
さ
い
。

五
重
塔
仏
伝
彫
刻
拝
観
日
【
拝
観
無
料
】
…
午
前
十
時
〜
午
後
四
時

○
四
月
二
十
九
日
（
水
）
昭
和
の
日

千
体
地
蔵
尊
総
回
向
法
要

午
前
の
部
…
…
…
…
…
…
…
…
午
前
十
時
（
千
体
地
蔵
堂
）

午
後
の
部
…
…
…
…
…
…
…
…
午
後
一
時
（
千
体
地
蔵
堂
）

※
記
念
講
演
【
聴
講
無
料
】
…
…
…
午
後
二
時
（
客
殿
二
階
洋
間
）

講
師
　
東
京
都
立
大
学
名
誉
教
授
　
峰
岸
　
純
夫
先
生

演
題
　
「
戦
国
領
主
高
幡
高
麗
氏
の
実
像
」

※
奉
納
神
輿
練
り（
地
元
愛
好
会
奉
仕
）…
午
後
〇
時
三
十
分

出
店
　
が
ら
く
た
市
（
骨
董
市
）
・
植
木
市
ほ
か

◇
四
月
二
十
八
日
は
五
重
塔
最
上
階
ま
で
上
が
れ
ま
す

…
…
午
前
十
時
〜
午
後
四
時

※
尚
国
宝
ま
つ
り
期
間
中
被
災
地
物
産
展
等
開
催
予
定
で
す
が
詳
細

は
未
定
で
す
。

春
季
大
祭
国
宝
ま
つ
り
の
ご
案
内

千
体
地
蔵
尊
総
回
向
法
要

左
記
に
よ
っ
て
千
体
地
蔵
尊
総
回
向
法
要
を
勤
修
し
、
皆
様
方

の
諸
願
成
就
・
万
霊
供
養
を
ご
祈
念
申
し
あ
げ
ま
す
。
ご
知
友
お

誘
い
合
わ
せ
て
ご
参
拝
下
さ
い
。

記

一
、
日
　
　
時

四
月
二
十
九
日
（
昭
和
の
日
）

午
前
の
部
　
十
時
か
ら

午
後
の
部
　
一
時
か
ら

一
、
会
　
　
場
　

塔
院
千
体
地
蔵
堂

一
、
冥

加

料

金
弐
千
円
也
（
但
、
お
札
料
）

◎
ご
回
向
の
塔
婆
を
ご
希
望
の
方
は
別
に
参
千
円
（
一
体
）
を
添

え
て
お
申
し
込
み
下
さ
い
。
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山
主
の
主
な
動
静

12/2
に
こ
に
こ
地
蔵
尊
入
仏
開
眼
法

要
・
12/5
警
備
会
議
・
12/6
多
摩
菊
花

連
表
彰
式
・
12/8
新
選
組
ま
つ
り
正

副
理
事
会
・
よ
さ
こ
い
ま
つ
り
正

副
理
事
会
・
12/9
京
王
本
社
年
末
挨

拶
・
12/10
も
み
じ
灯
路
実
行
委
・
12/12

煤
払
い
・
12/13
総
代
世
話
人
会
・
12/22

星
ま
つ
り
法
要
・
1/1
〜
1/3
新
年
大

護
摩
供
・
1/16
江
戸
消
防
第
九
区
新

年
会
（
新
宿
）
・
1/20
内
局
年
賀
・

1/22
別
格
本
山
会
議
（
別
院
）
・
1/26

文
化
財
防
火
演
習
・
1/28
初
不
動
大

祭
・
1/31
豆
煎
式
・
2/3
節
分
会
・
2/7

日
野
俳
連
新
春
句
会
・
2/15
常
楽

会
・
2/20
文
建
協
と
の
打
合
せ
（
仁

王
門
屋
根
替
の
件
）
・
新
選
組
ま

つ
り
実
行
委
・
警
備
反
省
検
討

会
・
2/24
幡
山
会
新
年
会

第
十
八
回
　
ひ
の
新
選
組
ま
つ
り
の
概
要

こ
と
し
の
ひ
の
新
選
組
ま
つ
り
が
来
る
五
月
九
日
（
土
）・
十
日
（
日
）
の
両
日
左
記

の
通
り
盛
大
に
と
り
行
わ
れ
ま
す
。

記

五
月

九

日
　
新
選
組
隊
士
総
慰
霊
法
要

正
　
午
　
　
於
五
重
塔
々
院
大
ホ
ー
ル

参
加
料
等
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
奮
っ
て
ご
参
列
ご
焼
香
下
さ
い

新
選
組
隊
士
コ
ン
テ
ス
ト

午
後
二
時
　
於
五
重
塔
々
院
大
ホ
ー
ル

五
月

十

日

新
選
組
隊
士
全
員
集
合

午
前
九
時
　
於
大
日
堂
前

新
選
組
隊
士
出
発
式

午
前
十
時
　
於
土
方
歳
三
像
前

こ
の
あ
と
午
前
中
は
高
幡
山
境
内
及
び
門
前
町
で
隊
士
の
皆
さ
ん
の

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
等

昼
食
後
全
員
が
日
野
第
一
小
学
校
へ
移
動

新
選
組
パ
レ
ー
ド
（
甲
州
街
道
交
通
規
制
　
午
前
十
時
〜
午
後
三
時
）

会
場
　
甲
州
街
道
川
崎
街
道
入
口
よ
り
日
野
駅
ま
で
約
五
〇
〇
米

パ
レ
ー
ド
　
三
〇
団
体
余
り
・
約
一
〇
〇
〇
名

隊
士
パ
レ
ー
ド
　
午
後
一
時
〜
二
時
三
十
分

催
し
物
と

日
野
宿

会
場
内
各
所
で
で
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
も
の
及
び
出
店
が
あ
り
ま

出
　
　
店

す
。（
十
日
）

高
　
幡

高
幡
不
動
尊
境
内
で
は
九
日
・
十
日
の
両
日
新
選
組
関
係
市
町

村
や
大
震
災
被
災
地
の
物
産
展
等
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

尚
十
日
は
月
例
の
リ
サ
イ
ク
ル
市
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

※
都
合
に
よ
り
開
催
内
容
が
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
日
野
市
観
光

協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
お
確
か
め
下
さ
い
。

新
選
組
を
語
る
会
・
歳
三
忌
の
お
知
ら
せ

第
四
十
回
歳
三
忌
　
平
成
二
十
七
年
五
月
九
日
（
土
）

午
前
十
一
時
か
ら
石
田
寺
墓

地
に
て
読
経
。
午
後
一
時
半
か
ら
高
幡
不
動
尊
で
記
念
講
演

講
師
　
井
上
雅
雄
氏
　
演
題
『
子
孫
が
語
る
井
上
源
三
郎
』

参
加
ご
希
望
の
方
は「
大
出
俊
幸
氏
」に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。
Ｔ
Ｅ
Ｌ

〇
九
〇
―
七
七
三
六
―
九
〇
七
三

会
費
　
二
、
〇
〇
〇
円
（
含
記
念
品
）
当
日
会
場
支
払
可
　
※
墓
参
の
み
は
無
料
で
す
。

新
選
組
出
発
式

土
方
歳
三
銅
像
前

四季の部　銅賞「勝利を誓う」
東村山市　横山　宣明

※
写
真
は
平
成
二
十
六
年

新選組隊士慰霊法要

懸命に自己ＰＲ　隊士コンテスト風景
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自
衛
消
防
隊
、
そ
し
て
日
野
消
防

署
員
の
皆
さ
ん
が
五
重
塔
め
が
け

て
一
斉
放
水
と
い
っ
た
流
れ
で
訓

練
が
無
事
に
終
了
し
ま
し
た
。

各
団
体
と
の
連
携
で
文
化
財
を

後
世
に
伝
え
て
い
く
気
持
ち
が
一

層
高
ま
り
ま
し
た
。（
倉
松
記
）

豆
煎
式
（
1/31
）

今
年
も
多
く
の
参
拝
者
の
皆
様

が
集
ま
る
中
、
盛
大
に
豆
煎
式
が

執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

参
加
さ
れ
た
わ
か
く
さ
幼
稚
園

の
園
児
達
に
大
き
な
し
ゃ
も
じ
を

使
っ
て
、
福
豆
が
飛
び
出
し
て
し

ま
う
く
ら
い
元
気
一
杯
煎
っ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
園
児
達
は
不
動
堂
前

に
て
園
長
先
生
と
い
っ
し
ょ
に

「
福
は
内
！
」
と
明
る
い
大
き
な

声
で
一
足
早
い
豆
撒
き
を
楽
し
み

ま
し
た
。

（
速
水
記
）

高
幡
山
遍
照
講
新
年
会
（
2/13
）

二
月
十
三
日
に
高
幡
山
遍
照
講

の
新
年
会
が
行
わ
れ
二
十
名
の
講

員
さ
ん
が
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

高
幡
山
遍
照
講
の
講
員
は
現
在

三
十
名
程
で
、
一
年
を
通
し
て
各

行
事
の
お
手
伝
い
を
お
願
い
し
て

お
り
ま
す
。
年
末
か
ら
は
暦
の
発

送
作
業
、
仏
器
磨
き
に
は
じ
ま
り

お
正
月
の
坊
入
配
膳
、
初
不
動
、

豆
撒
き
の
福
銭
・
福
豆
作
り
、
節

分
会
、
年
男
で
使
用
し
た
裃
の
ア

イ
ロ
ン
か
け
等
の
お
手
伝
い
で
高

幡
不
動
尊
を
支
え
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

新
年
会
で
は
、
は
じ
め
に
昨
年

十
一
月
十
九
日
に
行
わ
れ
た
多
摩

教
区
連
合
会
検
定
会
で
合
格
さ
れ

た
方
々
の
昇
補
伝
達
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
昇
補
さ
れ
た
方
は
、
直
門

大
教
導
に
八
木
チ
ズ
子
様
、
権
大

教
導
に
小
峰
貴
美
子
様
・
宮
川
淳

子
様
、
権
中
教
導
に
川
澄
幸
子
様

で
す
。

年
末
年
始
の
お
忙
し
い
中
お
手

伝
い
い
た
だ
き
お
疲
れ
だ
っ
た
か

と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
感
じ
さ

せ
な
い
賑
や
か
な
新
年
会
と
な
り

ま
し
た
。

（
手
塚
記
）

挨
拶
を
交
わ
し
大
護
摩
修
行
に
参

列
、
こ
の
一
年
の
安
全
を
祈
念
し

ま
し
た
。
参
拝
後
は
客
殿
へ
と
席

を
移
し
会
談
・
会
食
さ
れ
ま
し
た
。

文
化
財
防
火
デ
ー
（
1/26
）

一
月
二
十
六
日
、
文
化
財
防
火

デ
ー
に
合
わ
せ
て
恒
例
の
消
防
演

習
が
日
野
消
防
署
ご
指
導
の
も
と

行
わ
れ
ま
し
た
。

日
野
消
防
署
隊
長
、
日
野
市
消

防
団
団
長
、
高
幡
山
自
衛
消
防
隊

隊
長
の
三
名
が
並
ん
で
訓
練
開
始

挨
拶
を
し
て
か
ら
、
五
重
塔
か
ら

出
火
し
た
と
い
う
設
定
で
始
ま
り

ま
し
た
。

境
内
出
店
業
者
・
地
元
商
店

会
・
自
衛
消
防
隊
に
よ
る
初
期
消

火
、
文
化
財
搬
送
、
負
傷
者
の
搬

送
応
急
手
当
の
後
、
地
元
消
防
団

第
五
・
第
七
分
団
の
方
々
並
び
に

煤
払
い
（
12/12
）

十
二
月
十
二
日
、
当
山
職
員
総

出
で
毎
年
恒
例
の
煤
払
い
が
行
わ

れ
ま
し
た
。
本
来
は
十
二
月
十
三

日
で
す
が
、
今
回
は
土
曜
日
と
重

な
っ
た
た
め
一
日
早
い
実
施
と
な

り
ま
し
た
。

前
日
よ
り
準
備
を
し
た
煤
竹
を

持
っ
て
不
動
堂
に
移
動
、
ご
本
尊

様
の
前
で
法
楽
の
後
、
不
動
堂
と

お
不
動
様
の
煤
が
払
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
各
お
堂
に
分
れ
て
一
年

の
煤
を
払
い
ま
し
た
。

こ
の
煤
払
い
が
終
わ
る
と
い
よ

い
よ
本
格
的
に
正
月
を
迎
え
る
準

備
が
始
ま
り
ま
す
。

（
佐
瀬
記
）

星
ま
つ
り
（
12/22
）

十
二
月
二
十
二
日
午
後
五
時
よ

り
不
動
堂
に
お
い
て
星
ま
つ
り
が

厳
修
さ
れ
ま
し
た
。
当
山
で
は
毎

年
冬
至
の
晩
に
来
年
の
当
り
星
を

供
養
し
て
皆
様
の
無
病
息
災
・
厄

除
開
運
等
を
御
祈
願
し
て
い
ま
す
。

全
国
各
地
よ
り
申
し
込
み
の
あ
る

お
札
を
全
て
お
護
摩
の
火
に
あ
て

お
加
持
し
お
授
け
致
し
ま
す
。

ご
参
拝
頂
い
た
後
は
、
大
変
寒

い
お
堂
で
冷
え
た
身
体
を
冬
至
う

ど
ん
の
ご
接
待
で
温
め
て
頂
き
ま

し
た
。

（
直
井
記
）

総
本
山
内
局
来
山
（
1/20
）

一
月
二
十
日
、
京
都
の
総
本
山

智
積
院
よ
り
小
宮
一
雄
宗
務
総
長

を
は
じ
め
内
局
の
皆
様
総
勢
九
名

が
来
山
さ
れ
ま
し
た
。

ご
一
行
は
当
山
貫
主
と
新
年
の

ご真言を唱えながら…（煤払い）

御詠歌さんもお手伝いの正月準備（仏器磨き）

自衛消防隊の初期消火（文化財防火デー）

年賀に来山の小宮内局ご一行様
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年に一度の牛王宝印印可

ご
参
加
さ
れ
た
方
々
の
お
声
を

紹
介
い
た
し
ま
す
。

若
尾
　
　
潔

毎
年
参
加
さ
せ
て
頂
き
一
年
の

無
事
に
感
謝
し
、
更
に
来
年
も
つ

つ
が
無
く
過
ご
さ
せ
て
頂
き
た
く

お
願
い
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
ふ
さ

わ
し
い
ご
高
配
を
職
員
の
皆
様
か

ら
も
頂
き
あ
り
が
た
く
存
じ
ま
す
。

又
、
護
摩
供
そ
の
も
の
も
心
洗
わ

れ
る
思
い
で
毎
回
感
動
し
て
帰
り

ま
す
。
今
回
も
気
持
ち
良
く
帰
れ

ま
す
。
お
う
ど
ん
も
美
味
し
く
頂

き
ま
し
た
。
い
い
腕
前
で
す
ね
。

日
野
市
　
木
村
　
和
代
　

私
達
に
有
難
い
ご
供
養
を
い
た

だ
き
二
〇
一
四
年
を
振
返
り
ま
し

た
。
一
年
中
楽
し
い
高
幡
不
動
尊

と
し
て
、
ま
た
命
の
洗
濯
の
場
と

し
て
私
達
を
守
り
導
い
て
下
さ
っ

て
い
る
と
心
か
ら
感
謝
し
ま
し
た
。

二
万
体
地
蔵
尊
奉
安
を
日
本
人
と

し
て
絆
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
と

申
し
込
み
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

お
う
ど
ん
も
お
新
香
も
大
変
美

味
し
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
用

意
下
さ
っ
た
皆
様
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

俳
優
　
田
中
　
　
健

初
め
て
お
伺
い
し
ま
し
た
。
と

て
も
感
動
し
て
お
り
ま
す
。
信
者

の
皆
様
の
お
顔
が
と
て
も
美
し
く

き
っ
と
皆
さ
ん
楽
し
み
で
来
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
。

信
者
様
や
お
寺
の
皆
様
で
お
守

り
し
て
き
た
不
動
尊
と
て
も
居
心

地
が
い
い
で
す
。
住
職
様
は
じ
め

皆
様
大
変
だ
と
思
い
ま
す
が
、
大

事
に
守
っ
て
下
さ
い
ま
せ
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

川
越
市
　
岩
井
　
督
子

と
て
も
良
い
平
成
二
十
七
年
の

ス
タ
ー
ト
が
切
れ
ま
し
た
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

家
族
・
職
場
皆
安
全
で
あ
り
ま

す
よ
う
お
祈
り
さ
せ
て
い
た
だ
き

と
て
も
心
が
洗
わ
れ
ま
し
た
。

千
代
田
区
　
永
井
　
悌
二
　

三
年
振
り
の
お
参
り
で
し
た
。

心
の
洗
濯
が
で
き
ま
し
た
。
今
年

一
年
、
仕
事
と
家
庭
の
無
事
を
願

っ
て
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

板
橋
区
　
川
口
み
よ
子
　

大
変
厳
か
な
式
に
参
加
す
る
こ

と
が
で
き
心
か
ら
感
謝
し
て
お
り

ま
す
。
宝
印
を
押
し
て
い
た
だ
き

日
野
市
　
石
井
　
祐
美
　

知
人
の
方
に
教
え
て
い
た
だ
き

初
め
て
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
こ
の
行
事
を
全
く
知
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
歩
い
て
来
る
時
、

五
重
塔
の
提
灯
が
と
て
も
綺
麗
で

し
た
。
お
う
ど
ん
も
何
と
な
く
御

利
益
が
あ
り
そ
う
で
有
難
く
い
た

だ
き
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

日
野
市
　
地
引
　
　
憲
　

年
の
終
り
の
行
事
と
し
て
毎
年

小
・
中
学
校
の
仲
間
と
お
参
り
に

来
て
い
ま
す
。
仲
間
の
数
も
年
々

多
く
な
り
、
皆
喜
ん
で
嬉
し
く
思

っ
て
お
り
ま
す
。
星
ま
つ
り
の
行

事
が
同
級
生
の
楽
し
み
の
一
つ
に

な
っ
て
い
ま
す
。

相
模
原
市
　
馬
場
南
帆
飛

三
才
の
頃
か
ら
参
加
さ
せ
て
い

た
だ
き
、
も
う
七
才
。
今
年
が
最

後
の
参
加
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か

と
思
う
と
寂
し
い
よ
う
な
、
し
か

し
子
供
の
成
長
は
は
や
い
な
と
し

み
じ
み
感
じ
ま
す
。

一
度
お
綱
持
ち
も
経
験
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
と
て
も
感
謝
し
て
お

り
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

日
野
市
　
関
戸
　
瑞
姫

三
才
で
初
め
て
参
加
さ
せ
て
頂

き
ま
し
た
。
本
人
・
家
族
に
と
っ

て
一
生
の
思
い
出
に
な
る
と
思
い

ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

世
田
谷
区
　
吉
村
　
精
容
　

大
変
荘
厳
な
仏
事
で
し
た
。
貴

重
な
体
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
感

謝
し
て
お
り
ま
す
。

遠
く
過
去
か
ら
現
在
ま
で
続
く

こ
の
よ
う
な
行
事
は
大
切
に
し
て

い
っ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

千
代
田
区
　
後
藤
　
　
誠

今
は
亡
き
先
輩
が
高
幡
不
動
尊

を
訪
れ
た
と
き
、
境
内
に
入
っ
た

瞬
間
に
心
の
中
に
あ
っ
た
悩
み
な

ど
モ
ヤ
モ
ヤ
し
た
も
の
が
消
え
て

す
っ
き
り
し
た
感
覚
を
味
わ
っ
た

と
常
々
言
っ
て
い
ま
し
た
。

人
そ
れ
ぞ
れ
感
じ
方
に
差
は
あ

る
と
思
い
ま
す
が
「
牛
王
宝
印
」

が
額
に
触
れ
た
と
き
、
仏
様
と
私

が
通
じ
た
と
感
じ
ま
し
た
。

年
末
・
年
始
の
行
事
に
参
加
し
て

牛
王
宝
印
印
可
（
１
／
15
）

星
ま
つ
り
（
12
／
22
）

田中健さん　初詣に来山

お化粧、初めてかな？

初
不
動
稚
児
行
列
（
１
／
28
）

初
　
　
詣
（
１
／
１
）
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日
野
市
　
奥
田
　
凌
太

大
学
四
年
間
、
高
幡
不
動
尊
の

ア
ル
バ
イ
ト
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
地
元
に
住
ん
で
い
る
自

分
に
と
っ
て
高
幡
不
動
尊
は
初
詣

を
す
る
所
で
し
た
。
今
ま
で
接
客

業
し
か
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
た
こ
と

が
な
く
、
お
寺
で
の
仕
事
は
ど
ん

な
事
を
す
る
の
で
あ
ろ
う
と
好
奇

心
を
持
ち
ま
し
た
。
任
さ
れ
た
仕

事
は
参
拝
客
が
お
願
い
さ
れ
た
御

札
の
読
み
合
わ
せ
を
す
る
事
で
し

た
。
初
め
て
知
る
名
字
や
読
み
方

様
々
な
お
願
い
事
を
知
り
、
信
者

の
方
一
人
一
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
願

い
で
お
参
り
し
て
い
る
ん
だ
と
仕

事
の
重
さ
を
感
じ
ま
し
た
。
私
は

今
年
で
大
学
も
卒
業
し
ま
す
。
新

社
会
人
と
し
て
お
寺
の
ア
ル
バ
イ

ト
は
多
く
の
事
を
学
べ
た
と
思
い

ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
四
年
間
を

通
じ
て
多
く
の
友
人
も
で
き
ま
し

た
。
高
幡
不
動
尊
の
ア
ル
バ
イ
ト

で
得
た
多
く
の
経
験
と
思
い
出
を

糧
に
社
会
人
と
し
て
頑
張
っ
て
い

き
た
い
で
す
。

東
村
山
市
　
奥
山
　
美
桜
　

高
幡
不
動
尊
の
事
務
所
で
四
年

間
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て
お
世
話
に

な
り
ま
し
た
。
御
前
様
の
お
話
か

ら
始
ま
る
、
こ
の
年
末
年
始
の
お

仕
事
が
私
は
本
当
に
大
好
き
で
し

た
。
初
め
は
何
も
で
き
ず
緊
張
の

あ
ま
り
電
話
応
対
の
た
び
に
息
切

れ
し
て
し
ま
う
有
様
で
し
た
。
し

か
し
、
ご
信
者
様
と
の
関
わ
り
の

中
で
目
上
の
人
と
接
す
る
態
度
や

話
し
方
、
落
着
き
な
ど
が
自
然
と

身
に
付
い
て
行
き
ま
し
た
。
事
務

所
で
は
特
に
勉
強
に
な
っ
た
の
は

「
気
遣
い
」
で
す
。
職
員
の
方
の

一
挙
一
動
全
て
か
ら
相
手
へ
の
思

い
や
り
が
感
じ
ら
れ
、
私
も
こ
の

よ
う
に
行
動
し
て
行
き
た
い
と
強

く
感
じ
ま
し
た
。
四
年
間
、
覚
え

の
悪
い
私
を
根
気
よ
く
育
て
て
下

さ
り
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
こ
こ
で
働
け
た
こ
と

は
私
の
一
生
の
宝
と
な
る
こ
と
で

し
ょ
う
。

ご前様とお稚児さん　1/28

一足早い「福は内！」（豆煎式） 1/31

園児も参加の豆煎式　1/31

お
坊
さ
ん
に
抱
き
あ
げ
て
も
ら

い
な
が
ら
、
子
供
達
の
背
丈
程
も

あ
る
大
き
な
し
ゃ
も
じ
を
使
っ
て

真
剣
に
豆
を
煎
っ
て
い
ま
し
た
。

豆
煎
り
の
後
に
は
、
園
長
先
生

と
一
緒
に
大
き
な
声
で
「
福
は
う

ち
！
」
と
元
気
よ
く
豆
ま
き
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

土
曜
日
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

父
親
や
卒
園
し
た
姉
兄
と
家
族
み

ん
な
で
、
今
年
も
元
気
に
過
ご
せ

ま
す
よ
う
に
と
願
う
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

日
野
わ
か
く
さ
幼
稚
園
保
護
者

上
鵜
瀬
貴
子

高
幡
不
動
尊
で
豆
煎
式
に
参
加

さ
せ
て
い
た
だ
き
、
普
段
と
は
違

っ
た
子
供
達
の
様
子
を
見
る
事
が

出
来
ま
し
た
。

大
護
摩
修
行
で
は
厳
粛
な
雰
囲

気
の
中
、
と
て
も
落
ち
着
い
て
い

た
子
供
達
。
煎
り
た
て
の
福
豆
を

ま
か
せ
て
い
た
だ
く
豆
ま
き
で
は

元
気
い
っ
ぱ
い
楽
し
ん
で
い
ま
し

た
。い

た
だ
い
た
福
豆
は
と
っ
て
も

美
味
し
か
っ
た
で
す
。
沢
山
の
人

が
集
ま
る
中
、
少
し
緊
張
し
た
様

子
で
し
た
が
、
と
て
も
貴
重
な
体

験
を
す
る
事
が
で
き
ま
し
た
。

日
野
わ
か
く
さ
幼
稚
園
保
護
者

遠
藤
摩
希
子

前
日
の
降
雪
か
ら
一
転
、
良
い

お
天
気
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。

子
供
達
は
お
不
動
様
の
横
に
座

ら
せ
て
頂
き
護
摩
法
要
を
受
け
ま

し
た
。
慣
れ
な
い
正
座
に
特
別
な

雰
囲
気
の
場
所
、
と
て
も
緊
張
し

て
い
る
表
情
で
し
た
が
、
き
ち
ん

と
手
を
合
わ
せ
御
祈
祷
に
参
加
し

て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
の
豆
煎
式
で
は
、
お
坊

さ
ん
に
抱
っ
こ
し
て
い
た
だ
き
大

き
な
し
ゃ
も
じ
で
「
一
・
二
・
三
」

と
豆
を
煎
り
、
と
て
も
う
れ
し
そ

う
で
し
た
。

幼
い
時
期
に
お
友
達
と
一
緒
に

護
摩
法
要
を
受
け
、
豆
ま
き
を
し

た
と
い
う
こ
と
は
、
い
つ
ま
で
も

記
憶
に
残
る
と
思
い
ま
す
。
貴
重

な
体
験
を
さ
せ
て
頂
き
有
難
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

立
川
市
　
池
谷
　
典
子
　

春
に
小
学
校
に
入
学
す
る
の
で

記
念
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
時
間
に
ゆ
と
り
を
も
っ
て

詳
し
く
説
明
し
て
い
た
だ
き
安
心

し
て
参
加
で
き
ま
し
た
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
キ
ラ
キ
ラ

し
た
御
守
を
子
供
が
と
て
も
喜
ん

で
い
ま
し
た
。

立
川
市
　
池
谷
　
祐
美
　

お
け
し
ょ
う
し
て
た
の
し
か
っ

た
で
す
。

日
野
わ
か
く
さ
幼
稚
園
保
護
者

柴
野
美
佐
子

前
日
に
は
雪
が
積
も
り
ま
し
た

が
、
当
日
は
晴
天
に
恵
ま
れ
て
の

豆
煎
式
に
な
り
ま
し
た
。

豆
煎
式
（
１
／
31
）

ア
ル
バ
イ
ト



高 幡 不 動 尊 平成27年3月1日（14）第90号

と
福
が
訪
れ
ま
す
よ
う
に
と
豆
を

撒
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、

私
自
身
も
楽
し
ま
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

ミ
ス
日
本「
水
の
天
使
」

柴
田
　
美
奈

初
め
て
参
加
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
。
た
く
さ
ん
の
方
が
喜
ん
で
く

だ
さ
り
、
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
で

す
。
貴
重
な
体
験
と
な
り
ま
し
た
。

ミ
ス
日
本「
海
の
日
」

大
河
南
都
子

海
外
生
活
が
長
く
、
節
分
の
日

を
盛
大
に
祝
う
こ
と
が
な
か
っ
た

の
で
、
と
て
も
貴
重
な
体
験
が
で

き
感
謝
を
し
て
お
り
ま
す
。
子
供

か
ら
お
年
寄
り
ま
で
沢
山
の
方
に

幸
運
を
お
届
け
で
き
楽
し
い
経
験

と
な
り
ま
し
た
。

ミ
ス
日
本
み
ど
り
の
女
神

佐
野
　
加
奈

初
め
て
こ
の
よ
う
な
行
事
に
参

加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆

さ
ん
の
笑
顔
を
見
て
私
も
元
気
に

豆
を
届
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

幸
せ
な
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。

と
て
も
楽
し
い
時
間
を
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ミ
ス
日
本
着
物

倭
　
　
早
希

沢
山
の
人
に
声
を
掛
け
て
も
ら

い
喜
ん
で
い
た
だ
き
、
こ
ち
ら
ま

で
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。
多
く
の

人
々
に
福
を
届
け
笑
顔
に
な
っ
て

い
た
だ
き
大
変
有
意
義
な
時
間
を

過
さ
せ
て
い
た
だ
き
幸
せ
で
す
。

準
ミ
ス
日
本
　
秋
山
　
果
穂

少
し
高
い
所
に
登
っ
て
豆
を
ま

く
た
び
、
境
内
に
隙
間
の
な
い
く

ら
い
の
沢
山
の
方
々
の
顔
に
笑
顔

が
咲
い
て
、
そ
の
美
し
い
眺
め
に

と
て
も
元
気
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

き
れ
い
な
時
間
を
ど
う
も
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

祇
園
　
市
十
美

今
年
で
三
度
目
の
豆
ま
き
に
呼

ん
で
頂
き
ま
し
た
。
毎
年
と
て
も

多
く
の
お
客
様
が
来
て
く
れ
た
は

っ
て
ス
ゴ
く
賑
や
か
で
元
気
を
頂

き
ま
す
。
今
年
も
良
い
年
に
な
る

よ
う
に
楽
し
ん
で
豆
ま
き
を
さ
し

て
も
ら
い
ま
し
た
。
お
お
き
に
！

祇
園
　
市
　
晴

初
め
て
豆
ま
き
に
寄
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
五
回
の
豆
撒
式
と

も
沢
山
の
人
が
み
え
た
は
っ
て
驚

き
ま
し
た
。
皆
さ
ん
の
笑
顔
を
見

て
私
も
福
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

嬉
し
お
す
。
今
日
は
お
お
き
に
。

ミ
ス
日
本
グ
ラ
ン
プ
リ

芳
賀
　
千
里

初
め
て
こ
の
よ
う
な
行
事
に
参

加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
人
の
多
さ

に
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。「
福
は

う
ち
ー
!!
」
と
沢
山
の
方
に
笑
顔

女
優
　
夏
樹
　
陽
子

お
天
気
に
恵
ま
れ
、
太
陽
の
下

心
か
ら
皆
様
の
健
康
と
お
幸
せ
を

祈
り
つ
つ
豆
ま
き
を
さ
せ
て
頂
き

ま
し
た
。

平
和
で
穏
や
か
な
一
年
で
あ
り

ま
す
よ
う
。歌

手
　
つ
の
だ
☆
ひ
ろ

毎
年
あ
り
が
た
く
参
加
さ
せ
て

頂
い
て
お
り
ま
す
。
大
切
な
一
年

の
始
ま
り
で
す
。
今
年
も
相
変
わ

ら
ず
皆
様
の
幸
せ
を
願
い
、
祈
り

の
節
分
会
で
し
た
。

合
掌

俳
優
　
寺
泉
　
　
憲

本
日
は
節
分
会
に
お
招
き
頂
き

誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

「
笑
う
門
に
は
福
来
た
る
」
宝

輪
閣
の
回
廊
を
見
上
げ
て
豆
ま
き

を
心
待
ち
に
さ
れ
て
い
る
た
く
さ

ん
の
老
若
男
女
の
笑
顔
を
拝
見
し

て
、
私
も
幸
せ
な
気
持
に
満
た
さ

れ
心
を
込
め
て
た
く
さ
ん
の
豆
を

ま
か
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

「
福
は
〜
内
！
」

歌
手
　
藤
原
　
　
浩

い
つ
も
お
世
話
に
な
り
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

た
く
さ
ん
の
参
拝
の
方
で
賑
わ

う
節
分
会
に
参
加
出
来
て
感
謝
で

す
。
今
年
も
た
く
さ
ん
の
方
に
福

を
さ
し
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
。

感
謝
合
掌

今
年
の
節
分
会
豆
撒
式
は
好
天
に
恵
ま
れ
四
万
人
の
参
詣
者
で
賑
わ

い
ま
し
た
。
年
男
年
女
に
特
別
参
加
さ
れ
た
方
は
、
夏
樹
陽
子
さ
ん
・

つ
の
だ
☆
ひ
ろ
さ
ん
・
寺
泉
憲
さ
ん
・
藤
原
浩
さ
ん
・
プ
ラ
ッ
ト
ガ
ー

ル
さ
ん
・
ミ
ス
日
本
各
受
賞
者
の
皆
さ
ん
・
祇
園
の
舞
妓
市
十
美
さ
ん

市
晴
さ
ん
・
ハ
ロ
ー
キ
テ
ィ
ち
ゃ
ん
・
ピ
ー
ポ
く
ん
、
イ
ー
タ
く
ん
等

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
も
参
加
し
ま
し
た
。

つのだ☆ひろさんと夏樹陽子さん

大人気のハローキティちゃん

プラットガールの高尾かえでさん

京都祇園の舞妓さんとピーポくん

節
　
分
　
会



的
性
格
な
も
の
を
、
自
分
で
行
っ
た

り
、
見
た
り
聞
く
こ
と
も
禁
止
さ
れ

て
お
り
、
仏
典
に
お
い
て
も
こ
れ
ら

を
娯
楽
と
称
し
て
い
ま
し
た
。
た
だ

あ
る
仏
典
に
は
、
自
己
の
心
身
を
観

察
し
て
、
そ
こ
に
煩
悩
の
原
因
と
な

る
執
着
す
べ
き
対
象
は
何
も
無
い
と

覚
る
こ
と
に
よ
り
、
精
神
的
な
安
ら

ぎ
と
楽
し
さ
を
覚
え
る
こ
と
を
娯
楽

娯
楽
と
は
、
余
暇
に
私
た
ち
が

す
る
遊
び
や
楽
し
み
の
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
楽
し
ま
せ
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
映
画
・
音
楽
・
演
劇
・

ス
ポ
ー
ツ
・
ゲ
ー
ム
・
遊
園
地
な
ど

で
あ
り
、
人
々
が
お
も
し
ろ
が
り
興

ず
る
も
の
を
娯
楽
と
称
し
て
い
ま
す
。

初
期
の
仏
教
教
団
で
は
、
出
家

し
た
僧
は
、
歌
舞
音
楽
な
ど
の
享
楽

天
　
　
冬
薔
薇
の
こ
こ
ろ
に
灯
る
赤
さ
か
な

日
野
市
　
益
本
　
恒
夫

（
評
）
つ
つ
ま
し
く
咲
く
冬
薔
薇
・
中
七
の
「
こ
こ
ろ
に
灯
る

赤
さ
」
が
抜
群
。

地
　
　
面
取
れ
ば
湯
気
立
ち
の
ぼ
る
寒
稽
古
　
小
平
市
　
窪
田
　
惠
子

（
評
）
剣
道
の
寒
稽
古
か
、
典
型
的
な
写
生
句
。

人
　
　
聞
い
て
く
れ
る
だ
け
で
も
う
れ
し
堀
炬
燵

高
根
沢
町

西
形
　
知
子

（
評
）
嫁
さ
ん
が
相
手
か
な
、
堀
炬
燵
が
利
い
て
い
る
。

佳
作

リ
ハ
ビ
リ
の
杖
向
く
方
を
恵
方
と
す
　
吉
川
市
　
山
田
　
収
一

寒
柝
を
受
継
ぐ
町
の
絆
か
な
　
　
　
　
小
平
市
　
森
岡
　
道
生

白
毫
の
ひ
か
る
如
来
や
寒
詣
　
　
　
　
練
馬
区
　
大
石
　
良
雄

年
惜
し
む
鉄
舟
屏
風
し
か
と
見
て
　
　
所
沢
市
　
石
井
　
淳
子

来
合
は
せ
し
巡
査
達
者
に
餅
を
搗
き
　
多
摩
市
　
松
山
　
英
子

子
を
訪
え
ば
猫
が
尾
を
ふ
る
今
朝
の
冷

八
王
子
市

清
水
　
和
美

初
午
の
幟
凭
る
る
屋
敷
神
　
　
　
　
　
八
王
子
市

石
川
　
允
義

霜
月
や
ま
が
も
飛
び
立
つ
石
狩
川
　
　
日
野
市
　
佐
藤
か
つ
子

熱
燗
や
戦
後
七
十
年
語
る
　
　
　
　
　
八
王
子
市

大
串
　
若
竹

猿
曳
の
礼
し
て
祝
儀
貰
ふ
猿
　
　
　
　
府
中
市
　
壬
生
み
つ
子

選
者
吟

四
斗
樽
に
振
舞
の
酒
梅
紅
し

高
幡
俳
壇

作
品
募
集

一
、
は
が
き
一
枚
に
二
句
記
載
何

枚
で
も
可
（
無
料
）

一
、
選
者
は
当
山
　
川
澄
貫
主

一
、
秀
逸
三
句
に
記
念
品
贈
呈

一
、
投
稿
先

〒
一
九
一
―
〇
〇
三
一

東
京
都
日
野
市
高
幡
七
三
三

高
幡
不
動
尊
・
山
報
係
宛

○
ご
投
句
が
多
く
大
部
分
の
方
の

句
が
掲
載
出
来
ま
せ
ん
が
、
悪

し
か
ら
ず
ご
諒
承
下
さ
い
。

応
募
規
定

娯
楽
（
ご
ら
く
）

と
称
し
て
い
ま
す
。

現
在
の
よ
う
に
、
た
だ
単
に
、

一
時
的
に
お
も
し
ろ
が
り
興
ず
る

も
の
だ
け
を
娯
楽
と
い
う
の
で
は

な
く
、
永
続
し
て
心
が
深
い
境
地

で
安
ら
ぎ
、
心
か
ら
楽
し
む
こ
と

を
真
の
娯
楽
と
い
う
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

（
小
林
靖
典
）

お
不
動
さ
ま
教
え
て
？

ご
質
問

高
幡
の
お
不
動
さ
ま
に
、

今
年
も
ま
た
初
詣
に
出
か
け
、
家

族
の
安
全
を
お
願
い
致
し
ま
し
た
。

そ
の
時
、
五
重
塔
の
下
の
休
憩
所

を
利
用
し
た
際
、
気
に
な
っ
た
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
休
憩

所
に
安
置
さ
れ
て
い
る
釈
迦
如

来
・
文
殊
菩
薩
・
普
賢
菩
薩
像
の

前
に
、「
善
財
童
子
」
と
い
う
像
が

新
た
に
置
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、

こ
の
善
財
童
子
と
は
ど
の
よ
う
な

お
方
な
の
で

し
ょ
う
か
、

ど
う
か
お
不

動
さ
ま
教
え

て
下
さ
い
。

お
答
え

お
答
え
し

ま
す
。
こ
の

善
財
童
子
の

像
は
、
高
知
市
の
五
台
山
竹
林
寺

に
お
い
て
、
昨
年
、
ご
本
尊
の
文

殊
菩
薩
像
が
六
十
年
ぶ
り
に
ご
開

帳
さ
れ
、
そ
の
記
念
と
し
て
い
た

だ
い
た
も
の
で
す
。
竹
林
寺
の
開

山
縁
起
に
よ
れ
ば
、
神
亀
元
年

（
七
二
四
）
に
聖
武
天
皇
が
唐
の
五

台
山
で
文
殊
菩
薩
か
ら
教
え
を
授

か
る
と
い
う
夢
を
見
、
そ
こ
で
天

皇
は
唐
の
五
台
山
に
似
た
山
を
捜

す
よ
う
行
基
に
命
じ
、
土
佐
の
地

を
感
得
し
た
行
基
は
、
文
殊
菩
薩

像
を
刻
ん
で
、
山
上
に
堂
宇
を
建

立
し
て
安
置
し
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

そ
こ
で
、
ご
質
問
の
善
財
童
子

に
つ
い
て
で
す
が
、
こ
れ
は
、
文

殊
菩
薩
が
獅
子
に
乗
り
、
海
を
渡

っ
て
中
国
の
山
西
省
に
あ
る
五
台

山
へ
と
向
う
際
、
お
供
を
し
た
善

財
童
子
が
、
後
ろ
を
ゆ
く
文
殊
菩

薩
を
き
づ
か
っ
て
、
両
手
を
合
わ

せ
振
り
向
か
れ
た
お
姿
を
表
し
た

も
の
で
、
こ
の
二
尊
に
優う

填
王

で
ん
お
う

・

仏ぶ
っ

陀だ

波は

利り

・
最
勝
老
人

さ
い
し
ょ
う
ろ
う
じ
ん

を
加
え
た

一
行
の
お
姿
は
、
渡
海
文
殊
と
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
ち
な
ん

で
、
竹
林
寺
の
開
帳
記
念
と
し
た

の
が
、
ご
質
問

の
善
財
童
子
像

で
す
。

善
財
童
子
の

名
は
、
こ
の
世

に
誕
生
し
た
時
、

前
世
に
お
け
る

善
行
に
よ
り
無

量
の
財
宝
が
湧

き
出
た
こ
と
に
由
来
し
て
い
ま
す
。

『
華
厳
経
』
で
は
、
善
財
童
子
は

文
殊
菩
薩
と
出
会
う
こ
と
に
よ
り

発
心
し
、
そ
れ
を
観
た
文
殊
は
善

財
に
対
し
、
さ
と
り
を
得
る
た
め

の
教
え
を
求
め
て
、
賢
者
を
訪
ね

て
ま
わ
る
よ
う
命
じ
ま
す
。
そ
の

最
後
に
普
賢
菩
薩
に
出
会
う
こ
と

に
よ
り
、
つ
い
に
仏
の
世
界
に
入

る
こ
と
が
で
き
た
、
と
説
か
れ
て

い
ま
す
。
当
山
で
は
、
こ
の
『
華

厳
経
』
の
説
に
基
づ
い
て
、
文
殊

菩
薩
と
普
賢
菩
薩
の
前
に
善
財
童

子
の
像
を
置
い
て
い
ま
す
。

平成27年3月1日 高 幡 不 動 尊（15） 第90号
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午
前
九
時
〜
午
後
四
時

拝
観
料
　
三
〇
〇
円

大
日
堂
　
鳴
り
龍
・
襖
絵
拝
観

午
前
九
時
〜
午
後
四
時

参
拝
料
　
二
〇
〇
円

（
月
曜
休
館
）

尚
法
要
中
は
拝
観
一
時
休
止
に
な

り
ま
す
の
で
ご
諒
承
下
さ
い
。

編
集
室
だ
よ
り
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二
月
十
一
日
の
建
国
記
念
日
で

正
月
体
制
も
終
り
、
境
内
に
普
段

の
静
け
さ
が
戻
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
山
報
が
届
く
頃
に
は
山
の

木
々
の
芽
も
ふ
く
ら
み
、
山
茱
萸

や
梅
が
見
頃
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

正
月
か
ら
皆
さ
ま
に
お
願
い
し

て
お
り
ま
す
東
日
本
大
震
災
犠
牲

者
慰
霊
の
地
蔵
尊
奉
安
事
業
へ
の

ご
協
力
を
重
ね
て
お
願
い
申
し
あ

げ
ま
す
。

今
回
は
正
月
・
節
分
行
事
の
ご

報
告
と
春
季
大
祭
の
ご
案
内
を
中

心
に
編
集
致
し
ま
し
た
。

御
◆
案
◆
内

「
忘
れ
得
ぬ
教
え
」

多
摩
市
　
萩
生
田
芳
孝

十
数
年
前
の
こ
と
で
す
が
、
私

は
御
貫
主
に
注
意
さ
れ
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
今
も
赤
面
を
禁
じ
得

な
い
思
い
な
の
で
す
が
、
そ
の
時

の
御
貫
主
の
お
導
き
に
深
く
強
い

感
銘
を
受
け
た
も
の
で
す
か
ら
、

恥
を
忍
ん
で
皆
様
に
お
伝
え
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
日
は
俳
句
の
例
会
日
で
し

た
が
、
い
つ
も
使
わ
せ
て
頂
い
て

い
る
部
屋
が
使
え
な
い
の
で
、
別

室
（
和
室
）
を
使
わ
せ
て
頂
く
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
早
め
に
到
着
し
た
私
と

俳
友
が
和
室
に
入
っ
て
一
息
つ
い

た
時
の
こ
と
で
し
た
。
急
に
襖
が

開
き
ま
し
た
の
で
反
射
的
に
視
線

を
向
け
ま
す
と
、
あ
ろ
う
こ
と
か

御
貫
主
が
立
っ
て
お
ら
れ
た
の
で

す
。
御
貫
主
は
「
脱
い
だ
ス
リ
ッ

パ
は
き
ち
ん
と
並
べ
て
置
か
な
け

れ
ば
駄
目
で
す
よ
」
と
穏
や
か
な

お
声
な
が
ら
き
っ
ぱ
り
と
一
言
、

す
ぐ
襖
を
閉
め
ら
れ
ま
し
た
の
で

私
達
は
「
済
み
ま
せ
ん
ー
」
と
お

詫
び
す
る
の
が
精
一
杯
で
一
瞬
、

時
が
止
ま
っ
た
よ
う
な
感
じ
で
し

た
。
や
や
あ
っ
て
か
ら
襖
を
開
け

ま
し
た
と
こ
ろ
、
二
足
の
ス
リ
ッ

パ
が
整
然
と
揃
え
ら
れ
て
い
た
の

で
し
た
。
御
貫
主
が
自
ら
お
手
本

を
示
し
て
、
揃
え
て
下
さ
っ
た
の

で
す
。

本
当
に
勿
体
な
く
畏
れ
多
い
こ

と
で
し
た
。
そ
し
て
私
た
ち
は
御

貫
主
の
無
言
の
教
え
を
頂
い
た
の

で
し
た
。

そ
れ
は
「
人
を
叱
っ
た
り
指
導

す
る
時
は
、
い
く
ら
正
し
い
こ
と

立
派
な
こ
と
を
言
っ
て
も
口
先
だ

け
で
は
伝
わ
ら
な
い
。
百
回
口
で

言
う
よ
り
一
つ
の
行
動
だ
。
自
ら

や
っ
て
見
せ
て
教
え
る
こ
と
だ
」

と
い
う
こ
と
を
悟
ら
せ
て
頂
い
た

の
だ
と
思
う
の
で
す
。

合
掌

上
野
原
市
　
河
上
　
　
繁

日
本
一
の
不
動
明
王
が
ご
本
尊

の
高
幡
不
動
尊
に
お
参
り
に
行
き

境
内
で
は
だ
る
ま
市
が
開
か
れ
、

広
い
境
内
は
ダ
ル
マ
だ
ら
け
、
大

き
い
ダ
ル
マ
、
カ
ラ
フ
ル
ダ
ル
マ

そ
れ
は
ま
あ
賑
や
か
な
こ
と
で
し

た
。
私
は
毎
月
一
度
お
参
り
す
る

よ
う
に
な
っ
て
か
ら
七
〜
八
年
に

な
り
ま
す
。
ま
た
、
家
族
を
連
れ

て
家
内
安
全
を
お
祈
り
し
て
い
ま

す
。
一
番
の
楽
し
み
は
御
前
様
の

ご
法
話
を
有
難
く
お
聞
き
す
る
こ

と
で
す
。「
命
の
洗
濯
」
を
こ
れ

ま
で
に
何
回
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た

で
し
ょ
う
か
。

明
石
屋
蛸
忠
（
河
上
繁
）

お
便
り
そ
の
他

交
通
安
全
祈
願

午
前
九
時
〜
午
後
五
時

午
後
四
時
半
ま
で
に
お
申
込
下

さ
い
。

○
ご
祈
願
料

金
三
千
円
也

御
護
摩
修
行

○
平
日

八
時
・
十
時
・

十
一
時
半
・
一
時
・
三
時

○
土
曜
・
日
曜
・
祝
日

八
時
・
十
時
・
十
一
時
半
・

一
時
・
二
時
半
・
四
時

○
但
し
一
日
、
十
五
日
の
午
前
中
は

五
時
・
十
時
・
十
一
時
半

○
ご
縁
日
（
二
十
八
日
）

五
時
・
九
時
・
十
時
・
十
一
時
・

十
二
時
・
一
時
・
二
時
半
・
四
時

○
御
護
摩
料

金
参
千
円
也

金
五
千
円
也

金
壱
万
円
也

（
大
護
摩
）
金
参
万
円
以
上

ご
縁
日
＝
毎
月
二
十
八
日

境
内
に
市
が
立
ち
参
道
は
歩
行

者
天
国
に
な
り
ま
す
。

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
（
リ
サ
イ
ク
ル
市
）

毎
月
第
二
日
曜
日
（
雨
天
中
止
）

ご
ざ
れ
市
（
が
ら
く
た
市
）

毎
月
第
三
日
曜
日
（
雨
天
決
行
）

お
焚
き
上
げ

毎
月
十
五
日
午
前
九
時

月
例
写
経
会

毎
月
二
十
一
日
午
後
一
時
半

千
体
地
蔵
尊
月
例
法
要

毎
月
二
十
四
日
午
後
二
時

奥
殿
拝
観
（
月
曜
休
館
）

だるま市（写真　河上　繁）


