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「梅雨の晴れ間」
あじさいの部　銀賞　日野市　小山　乾

一
心
祈
願
　
疫
病
退
散

別
格
本
山
高
幡
山
金
剛
寺
　
　
貫
主
　
杉
　
田
　
純
　
一

前
号
（
第
一
一
〇
号
）
の
山
報
の
巻
頭
に
お
い
て
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
思
う
」
と

題
し
、
こ
の
疫
病
に
対
す
る
不
安
と
、
終
息
へ
向
か
う
よ
う
に
と
の
願
い
を
述
べ
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
い
ま
だ
流
行
は
収
ま
る
こ
と
な
く
、
四
月
七
日
に
は
七
都
府
県
に
、

十
六
日
に
は
全
国
に
緊
急
事
態
宣
言
が
出
さ
れ
、
五
月
十
二
日
現
在
、
世
界
で
は
四
百
万
人
以

上
の
感
染
、
死
者
に
至
っ
て
は
三
十
万
人
近
く
の
人
が
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。

節
分
会
の
豆
撒
式
、
そ
し
て
二
月
十
一
日
ま
で
の
迎
春
期
間
を
無
事
に
終
え
、「
ホ
ッ
」
と

し
た
の
も
つ
か
の
間
、
わ
た
し
は
三
十
七
度
以
上
の
熱
が
出
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
で
は
な
い
か
と

心
配
を
胸
に
、
近
く
の
病
院
に
て
診
察
を
受
け
る
と
、
た
だ
の
風
邪
と
言
わ
れ
胸
を
な
で
お
ろ

し
ま
し
た
。
自
身
の
気
の
緩
み
を
反
省
し
、
改
め
て
新
型
コ
ロ
ナ
の
予
防
を
と
気
を
引
き
し
め

直
し
た
の
で
し
た
。

そ
の
後
、
当
山
で
は
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
中
の
春
季
大
祭
国
宝
ま
つ
り
や
五
月
大
祭
の
諸

行
事
を
、
や
む
を
得
ず
中
止
と
す
る
こ
と
を
決
め
、
現
在
山
内
は
、
大
日
堂
な
ど
の
諸
堂
を
は

じ
め
、
五
重
塔
の
休
憩
所
、
奥
殿
、
交
通
祈
願
受
付
所
、
お
土
産
店
等
を
閉
鎖
し
て
お
り
、
不

動
堂
と
宝
輪
閣
（
お
護
摩
受
付
所
）、
寺
務
所
の
み
午
前
九
時
よ
り
午
後
四
時
ま
で
開
け
て
い

ま
す
。
ご
参
拝
の
ご
信
徒
の
み
な
さ
ま
に
は
、
諸
行
事
の
中
止
に
よ
り
残
念
な
思
い
を
さ
せ
る

と
と
も
に
、
大
変
ご
不
便
を
お
か
け
致
し
て
お
り
ま
す
。

緊
急
事
態
宣
言
に
よ
り
、
人
と
の
接
触
を
八
割
減
ら
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
結

果
、
社
会
活
動
や
経
済
活
動
、
人
々
の
生
活
に
多
大
な
支
障
が
及
ん
で
い
る
こ
と
を
目
の
当
た

り
に
し
、
こ
の
社
会
は
多
く
の
人
と
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
、
改
め

て
気
づ
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
は
た
だ
、
高
幡
の
お
不
動
さ
ま
の
威
神
力
と
、
わ
た
し
た
ち
の
祈
り
の
力
を
信
じ
、
み
な

さ
ま
方
の
健
康
と
日
々
の
安
寧
、
そ
し
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
一
日
も
早
い
終
息
を
願
っ

て
い
ま
す
。

「
南
無
大
聖
不
動
明
王
　
一
心
祈
願
疫
病
退
散
」
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夜
の
暗
闇
の
中
で
東
の
空
が
や
や

明
る
み
を
帯
び
る
未
明
の
時
分
、
静

ま
り
か
え
っ
た
中
で
清
冽
な
空
気
に

触
れ
る
と
え
も
言
わ
れ
ぬ
気
分
に
な

り
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
が
菩
提
樹
下

で
悟
り
を
開
か
れ
た
の
も
、
弘
法
大

師
が
室
戸
の
岬
で
神
秘
体
験
を
し
た

の
も
、
明
け
の
明
星
が
輝
く
未
明
で

あ
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま

や
弘
法
大
師
の
故
事
を
念
頭
に
お
け

ば
、
清
ら
か
な
未
明
の
空
気
は
聖
な

る
世
界
を
私
た
ち
に
示
し
て
い
る
よ

う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
今
か
ら

三
十
年
ほ
ど
前
に
見
た
イ
タ
リ
ア
の

ベ
ル
ト
リ
ッ
チ
監
督
の
映
画
「
リ
ト

ル
・
ブ
ッ
ダ
」
で
は
、
お
釈
迦
さ
ま

が
悟
り
を
開
く
こ
の
静
寂
な
薄
明
か

り
の
中
で
小
鳥
の
さ
え
ず
り
が
夜
明

け
と
悟
り
を
象
徴
す
る
場
面
と
な
っ

て
い
た
の
が
印
象
的
で
あ
っ
た
記
憶

が
あ
り
ま
す
。

住
持
す
る
山
寺
で
、
私
は
毎
朝
こ

の
聖
な
る
夜
明
け
の
光
景
を
眺
め
る

幸
せ
を
感
じ
て
い
ま
す
。
赤
み
を
帯

び
た
東
の
空
に
山
の
稜
線
が
く
っ
き

り
と
浮
か
び
上
が
り
、
次
第
に
緑
が

深
く
な
っ
た
山
の
木
々
が
み
ず
み
ず

し
く
眼
に
も
爽
や
か
に
現
れ
ま
す
。

小
鳥
た
ち
も
夜
明
け
を
迎
え
て
さ
え

ず
り
ま
す
。

こ
の
光
景
に
向
か
っ
て
深
呼
吸
を

し
、
私
は
本
堂
で
の
お
勤
め
を
す
る

の
が
日
課
に
な
っ
て
い
ま
す
。
夜
明

け
の
景
観
に
見
え
る
聖
な
る
世
界
は

薄
暗
い
本
堂
の
中
で
は
仏
さ
ま
の
姿

形
と
な
っ
て
私
の
前
に
現
れ
ま
す
。

自
然
界
の
清
冽
な
世
界
は
仏
さ
ま
の

聖
な
る
世
界
で
も
あ
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
世
界
を
味
わ
い
つ
く

す
こ
と
で
、
私
は
そ
れ
な
り
に
満
足

で
き
ま
す
。
し
か
し
は
た
し
て
こ
の

仏
さ
ま
の
世
界
を
喜
び
味
わ
う
だ
け

で
よ
い
の
か
、
い
つ
も
自
分
を
省
み

て
し
ま
い
ま
す
。

緑
深
い
山
も
遠
く
か
ら
眺
め
れ
ば

心
を
癒
や
さ
れ
る
景
色
で
す
。
山
の

木
々
の
緑
や
谷
川
の
せ
せ
ら
ぎ
を
心

地
よ
く
感
じ
る
の
は
人
類
の
誕
生
の

記
憶
を
私
た
ち
が
受
け
継
い
で
い
る

か
ら
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

人
類
も
大
自
然
に
包
ま
れ
て
生
命
を

宿
し
た
の
で
す
か
ら
、
そ
の
自
然
界

に
安
ら
ぎ
を
感
じ
る
の
は
母
に
抱
か

れ
る
感
情
に
つ
な
が
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
そ
の
美
し
い
は
ず
の
緑

深
い
山
の
な
か
で
は
、
若
葉
や
花
を

食
べ
物
と
し
て
集
ま
る
小
さ
な
虫
を

啄
む
小
鳥
た
ち
が
い
ま
す
。
そ
の
小

鳥
た
ち
が
私
た
ち
に
は
心
地
よ
い
さ

い
ま
す
。
私
た
ち
は
山
の
木
々
の
美

し
い
緑
の
葉
を
食
べ
よ
う
と
し
て
小

鳥
に
啄
ま
れ
る
小
さ
な
虫
の
よ
う
な

存
在
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
自
粛

を
す
る
の
は
葉
陰
に
隠
れ
る
尺
取
り

虫
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
虫
た
ち
は
遠
景
か
ら
眺
め

れ
ば
、
自
分
た
ち
が
聖
な
る
世
界
を

生
き
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
ま

せ
ん
。
と
こ
ろ
が
辛
い
生
活
を
し
て

い
る
中
で
も
、
私
た
ち
は
心
の
眼
差

し
で
自
分
を
包
み
込
む
大
き
な
世
界

を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
苦

び
込
ん
で
き
ま
す
。

以
前
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
近

年
頻
発
す
る
感
染
症
は
人
類
の
文
明

の
あ
り
方
に
関
係
す
る
と
私
は
考
え

て
い
ま
す
。
人
と
物
の
移
動
を
全
世

界
規
模
で
行
う
経
済
活
動
は
感
染
症

な
ど
の
災
厄
を
世
界
規
模
に
す
る
危

険
を
は
ら
ん
で
い
ま
す
。
ま
さ
に
そ

の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
私
た
ち
は
今

の
時
代
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

よ
う
で
す
。

多
く
の
人
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
流
行
の
中
で
苦
し
ん
で

し
み
の
中
で
、
深
い
呼
吸
を
し
、
自

ら
を
遠
く
か
ら
見
つ
め
な
お
し
、
そ

し
て
次
に
は
深
く
心
の
奥
底
ま
で
見

通
せ
ば
、
私
た
ち
は
困
難
を
克
服
す

る
力
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い

ま
す
。
な
ぜ
な
ら
大
き
な
世
界
を
実

感
す
れ
ば
お
の
ず
か
ら
仏
さ
ま
へ
の

祈
り
と
な
り
ま
す
。
そ
の
力
が
大
事

で
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

た
め
、
さ
ら
に
経
済
は
冷
え
切
っ
て

し
ま
う
予
感
が
し
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
状
況
に
な
り
つ
つ
あ
る
中
で
、
私

は
両
親
の
世
代
の
生
き
方
を
思
い
浮

か
べ
ま
す
。
先
の
大
戦
で
壊
滅
し
た

中
で
生
き
る
勇
気
を
も
っ
て
困
難
を

克
服
し
、
豊
か
さ
を
次
代
に
伝
え
た

人
た
ち
の
苦
労
を
偲
び
た
い
と
思
い

ま
す
。

私
が
幼
い
頃
、
人
び
と
は
お
し
な

べ
て
貧
し
い
生
活
を
し
て
い
ま
し
た
。

近
在
の
農
家
の
人
た
ち
は
裏
山
の
観

音
堂
に
祈
り
を
捧
げ
る
た
め
に
い
つ

も
上
が
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。
ま
た
二

十
八
日
に
は
お
不
動
さ
ま
に
祈
っ
て

い
ま
し
た
。
貧
し
さ
の
な
か
で
、
聖

な
る
世
界
を
大
事
に
心
に
抱
い
て
い

た
よ
う
に
思
え
ま
す
。
私
た
ち
も
小

さ
な
虫
の
よ
う
な
自
分
を
大
き
な
世

界
の
な
か
で
見
つ
め
な
お
し
て
明
日

を
生
き
る
力
を
得
た
い
も
の
で
す
。

え
ず
り
を
聞
か
せ
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
小
鳥
た
ち
を
食
べ
る
禽
獣
も
生

息
し
ま
す
。
小
鳥
の
巣
の
卵
を
ね
ら

う
蛇
も
い
ま
す
。
山
の
中
は
ま
さ
し

く
弱
肉
強
食
の
生
の
欲
求
が
し
の
ぎ

を
削
る
残
酷
な
場
で
も
あ
る
の
で
す
。

自
ら
が
生
き
る
た
め
に
は
他
を
犠
牲

に
す
る
と
い
う
、
生
き
る
こ
と
の
矛

盾
し
た
根
本
問
題
が
自
然
界
を
支
配

し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
で
し
ょ
う
。

私
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
残
酷
で
矛

盾
を
は
ら
む
世
界
を
遠
く
の
景
色
と

し
て
眺
め
て
心
地
よ

さ
を
感
じ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。
私
が

朝
ぼ
ら
け
の
中
に
感

じ
る
聖
な
る
世
界
も

幻
想
な
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
私
は
現
実

を
離
れ
て
自
然
界
の

中
に
自
分
を
溶
け
込

ま
せ
た
心
地
よ
さ
を
味
わ
っ
て
い
る

だ
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

本
堂
で
の
お
勤
め
を
終
え
、
我
が

家
の
仏
壇
で
の
読
経
も
済
ま
せ
一
通

り
の
仕
事
の
後
に
朝
食
を
摂
り
ま
す
。

そ
し
て
新
聞
を
広
げ
れ
ば
、
そ
こ
に

は
荒
ん
だ
人
間
の
営
み
の
集
積
の
よ

う
な
記
事
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。「
欲

望
の
資
本
主
義
」
が
人
び
と
の
心
を

安
ら
か
に
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ

荒
ん
だ
心
に
す
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

そ
し
て
最
近
で
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
関
連
の
記
事
ば
か
り
が
目
に
飛

廣
澤
隆
之
先
生
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

●
大
正
大
学
名
誉
教
授

●
浄
福
寺
住
職

お
不
動
さ
ま
の
心
—（
一
〇
九
）

現
代
の
世
相
か
ら
(69)
廣
　
澤
　
隆
　
之

「愛染明王像」
鎌倉時代
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ご
　
奉
　
納
　
御
　
礼

左
記
ご
奉
納
頂
き
大
変
有
難
く
厚
く
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

（
敬
称
を
す
べ
て
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
）

一
、
品
名
　
ム
サ
シ
ア
ブ
ミ

（
一
株
）

奉
納
者
　
日
野
市

今
　
井
　
健
　
司

大
提
灯
奉
納
者
芳
名

（
令
和
二
年
二
月
一
日
～
四
月
三
十
日
）

渋
谷
区

株
式
会
社
京
王
百
貨
店

西
東
京
市

藤
　
原
　
　
　
浩

松
戸
市
　
黒
　
川
　
浄
　
慧

小
金
井
市
　
鴨
　
下
　
好
　
江

八
王
子
市
　
原
　
田
　
　
　
薫

町
田
市
　
横
　
田
　
　
　
忠

二
体
　
川
崎
市
　
大
　
原
　
英
　
子

世
田
谷
区

高
　
橋
　
典
　
子

調
布
市

柴
　
田
　
和
　
男

立
川
市

大
　
森
　
久
美
子

二
本
　
日
野
市

安
　
川
　
武
　
雄

日
野
市

有
　
泉
　
雅
　
弘

八
王
子
市

木
　
村
　
茂
　
代

相
模
原
市

前
　
田
　
　
　
健

相
模
原
市

水
　
　
　
　
　
希

二
本
　
山
梨
県

佐
　
野
　
千
　
尋

二
本
　
長
崎
県

夫
津
木
　
浩
　
子

幟
旗
奉
納
者
芳
名

（
令
和
二
年
二
月
一
日
～
四
月
三
十
日
）

千
体
地
蔵
尊奉

安
者
芳
名

（
令
和
二
年
二
月
一
日
～
四
月
三
十
日
）

日
野
市

田
　
倉
　
康
　
子

彦
根
市
　
西
　
澤
　
政
　
男

（
三
回
）

境
内
整
備
緑
化
資
金

寄
進
者
芳
名

（
令
和
二
年
二
月
一
日
～
四
月
三
十
日
）

「
在
宅
写
経
」
の
お
す
す
め

高
幡
不
動
尊
で
は
檀
信
徒
の
皆
さ
ま
に
ご
自
宅
で
出
来
る
写
経
用
紙
を
ご
用
意
し
て
お
り
ま
す
。

時
節
柄
、
ご
自
宅
に
い
る
機
会
が
多
い
時
に
、
ご
自
身
の
修
養
の
為
に
写
経
を
始
め
ら
れ
る
事
を

お
す
す
め
し
ま
す
。

写
経
用
紙
　
　
　
一
巻
　
弐
千
円
（
送
料
　
参
百
円
）

写
経
用
紙
を
郵
送
で
ご
希
望
の
方
は
、
電
話
又
は
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
高
幡
不
動
尊
事
務
局
ま
で
ご

連
絡
下
さ
い
。
写
経
用
紙
と
一
緒
に
払
込
取
扱
票
を
同
封
し
ま
す
の
で
、
郵
便
振
込
で
お
支
払
い

下
さ
い
。
振
込
手
数
料
は
無
料
で
す
。（
複
数
巻
ご
希
望
の
方
は
電
話
で
ご
連
絡
下
さ
い
）

電
　
　
　
話
　
〇
四
二
（
五
九
一
）
〇
〇
三
二

フ
ァ
ッ
ク
ス
　
〇
四
二
（
五
九
三
）
三
〇
三
八

※
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
お
申
し
込
み
の
方
は
、
当
山
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
込
書
を
印
刷
し
て
ご
利

用
下
さ
い
。

※
書
き
終
わ
り
ま
し
た
写
経
用
紙
は
、
当
山
に
ご
返
送
下
さ
い
。
写
経
用
紙
は
当
山
の
ご
本
尊
・

不
動
明
王
様
の
御
宝
前
に
ご
奉
納
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

疫
病
退
散
大
護
摩
供
毎
座
勤
修

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
罹り

患か
ん

さ
れ
た
方
々

の
快
復
と
一
刻
も
早
い
終
息
を
祈
念
し
て
お
り
ま
す
。

お

花

講

講

員

の

募

集

当
山
で
は
お
花
講
講
員
の
皆
さ
ま
方
の
会
費
に
よ
り
、
山
内
全
て
の
伽
藍
の
お
花
を
飾
ら
せ
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。
毎
年
秋
季
大
祭
大
般
若
会
（
九
月
二
十
八
日
）
に
御
招
待
（
法
話
・
大
般
若
会
参

加
・
お
護
摩
札
授
与
・
精
進
料
理
接
待
）
致
し
ま

す
。
大
勢
様
ご
入
講
下
さ
い
ま
す
よ
う
ご
案
内
申

し
上
げ
ま
す
。記

一
、
名
　
称
　
　
高
幡
山
お
花
講

一
、
会
　
費
　
　
一
ヶ
月
　
　
五
〇
〇
円

※
入
講
は
随
時
承
っ
て
お
り
ま
す
。

ご
入
講
の
皆
様
に
は
輪
袈
裟
を
授
与
し
ま
す
。

〜
献
花
の
お
す
す
め
〜



高 幡 不 動 尊 令和2年6月1日 （4）第111号

疫病退散・信徒安全を祈願 4/26

東日本大震災慰霊の鐘 3/11大般若転読会付大護摩供　4/26

仁王様もマスクを着用 4/21 千体地蔵尊総回向法要 4/29



令和2年6月1日 高 幡 不 動 尊（5） 第111号

あ
じ
さ
い
ま
つ
り

俳
句
・
短
歌
作
品
募
集

兼
　
題

高
幡
不
動
尊
境
内
及
び
門
前
町
の
四
季
嘱
目

（
未
発
表
作
品
に
限
る
）

応
　
募

一
組
　
二
句
又
は
二
首
（
一
人
何
組
で
も
可
）

用
　
紙

規
定
の
用
紙
又
は
二
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙

（
Ｂ
５
版
）
使
用
の
こ
と
。

入
花
料

投
稿
時
納
入
　
俳
句
・
短
歌
と
も

一
組
一
〇
〇
〇
円

投
稿
先

〒
一
九
一
│
〇
〇
三
一
　
日
野
市
高
幡
七
三
三

高
幡
不
動
尊
あ
じ
さ
い
ま
つ
り
事
務
局
宛

締
　
切

令
和
二
年
七
月
七
日
ま
で
（
当
日
必
着
）

選
　
者
（
肩
書
等
略
・
五
十
音
順
）

俳
句

大
久
保
白
村
・
大
竹
多
可
志
・
柏
田
　
浪
雅

才

野

洋
・
笹

木

弘
・
鈴
木
　
貞
雄

鈴
木
　
節
子
・
高
橋
　
悦
男
・
棚
山
　
波
朗

星
野
　
高
士
・
矢
島
　
艶
子
の
諸
先
生

短
歌

大
河
原
惇
行
・
狩
野
　
一
男
・
長
澤
　
ち
づ

松

坂

弘
の
諸
先
生

掲
　
出

入
選
作
は
九
月
末
ま
で
宝
輪
閣
又
は
五
重
塔
々
院

に
掲
出

七人の小人 千代の光 白　　心

防長の暁

「夏を育む」
あじさいの部　銅賞　海老名市　清水　進

海　　峡 土佐の大盃

九重紫紅 九重てまり

今
年
の
あ
じ
さ
い
は

写
真
で
お
楽
し
み
下
さ
い



高 幡 不 動 尊 令和2年6月1日 （6）第111号

夏
の
行
事
案
内
（
六
月
〜
八
月
）

◇
六
　
月
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

○
14
日（
日
）

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

○
15
日（
月
）

青
葉
ま
つ
り
（
弘
法
大
師
・
興
教
大
師
ご
生
誕
慶
祝
法
要
）

午
後
二
時
よ
り
山
内
僧
侶
の
み
に
て
法
要

於
大
日
堂

○
21
日（
日
）

ご
ざ
れ
市
（
が
ら
く
た
市
）〈
雨
天
決
行
〉

○
24
日（
水
）

千
体
地
蔵
尊
月
例
法
要

午
後
二
時
よ
り
山
内
僧
侶
の
み
に
て
法
要

於
千
体
堂

○
28
日（
日
）

月
　
例
　
祭
（
ご
縁
日
）

◇
七
　
月
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

○
12
日（
日
）

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

○
15
日（
水
）

盂
蘭
盆
会
法
要
〈
午
前
六
時
〉
於

大
日
堂

○
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
〉

○
24
日（
祝
）

千
体
地
蔵
尊
月
例
法
要
〈
午
後
二
時
〉

○
28
日（
火
）

月
　
例
　
祭
（
ご
縁
日
）

◇
八
　
月
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

○
15
日（
土
）

盂
蘭
盆
会
大
施
餓
鬼
法
要

午
後
二
時
よ
り
山
内
僧
侶
の
み
に
て
法
要

於
大
日
堂

○
16
日（
日
）

ご
ざ
れ
市
（
が
ら
く
た
市
）〈
雨
天
決
行
〉

○
21
日（
金
）

月
例
写
経
会
〈
午
後
一
時
三
十
分
〉

○
24
日（
月
）

千
体
地
蔵
尊
月
例
法
要
〈
午
後
二
時
〉

○
28
日（
金
）

月
　
例
　
祭
（
ご
縁
日
）

あ
じ
さ
い
ま
つ
り

諸
行
事
中
止
の
お
知
ら
せ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
防
止
の
た
め
、
今
年

の
あ
じ
さ
い
ま
つ
り
は
、
俳
句
・
短
歌
の
募
集
を
除
く
諸
行
事

を
中
止
致
し
ま
す
。

真
言
宗
の
宗
祖
、
弘
法
大
師
空

海
は
承
和
二
年
（
八
三
五
）
に
、

高こ
う

野や

山さ
ん

の
地
で
御ご

入
定

に
�
う
じ
ょ
うさ

れ
ま

し
た
。
そ
の
後
、
七
日
ご
と
に
弟

子
た
ち
が
奥
の
院
に
参
る
と
、
結け

っ

跏か

趺ふ

坐ざ

さ
れ
た
そ
の
お
姿
は
、
ま

る
で
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ

り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
お
大
師
さ

ま
が
立
て
ら
れ
た
「
虚こ

空く
う

尽つ

き
、

衆
生

し
�
じ
ょ
う

尽つ

き
、
涅ね

槃は
ん

尽つ

き
な
ば
、
我わ

が
願ね

が

い
も
尽つ

き
な
ん
」（
こ
の
世

界
が
終
わ
り
、
生
き
と
し
生
け
る

も
の
は
す
べ
て
済
わ
れ
、
涅
槃

さ
と
り

も

尽
き
た
な
ら
ば
、
私
の
願
い
も
よ

う
や
く
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
）
と
い
う
お
誓
い

を
、
ま
さ
に
そ
の
ま
ま
体
現
し
続

け
て
お
ら
れ
る
お
姿
で
し
た
。

こ
の
お
姿
を
天
台
宗
の
延
暦
寺

座
主
で
あ
ら
れ
た
慈
円
（
一
一
五

ご
質
問

お
不
動
さ
ま
の
境
内
で

聞
こ
え
て
き
た
歌
は
何
な
の
で
し

ょ
う
か
？
　
そ
の
歌
詞
と
意
味
が

知
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
か

お
不
動
さ
ま
教
え
て
く
だ
さ
い
。

（
前
号
か
ら
の
つ
づ
き
）

お
答
え

は
い
、
お
答
え

い
た
し
ま
す
。
前
号
で
は
、

聞
こ
え
て
く
る
歌
は
《
御

詠
歌
（
ご
え
い
か
）
》
と

称
さ
れ
る
仏
教
の
讃
歌
で

あ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た

そ
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て

お
答
え
い
た
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
今
号
で
は
、
歌
詞

の
意
味
に
つ
い
て
お
話
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
真
言
宗
智
山
派

の
密
厳
流
に
は
六
十
以
上
の
曲
が

あ
り
ま
す
が
、
大
師
堂
と
五
重
塔

地
下
の
休
憩
所
で
は
、
そ
の
中
か

ら
弘
法
大
師
空
海
と
興
教
大
師

覚
鑁

か
く
ば
ん

の
ご
遺
徳
を
詠
ん
だ
十
六
曲

ほ
ど
を
流
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で

前
号
に
ご
紹
介
し
た
以
下
の
二
つ

の
歌
詞
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
を

お
話
し
て
い
く
こ
と
に
い
た
し
ま

し
ょ
う
。

弘法大師像

五
～
一
二
二
五
）
が
、
高
野
山
に

登
拝
さ
れ
た
際
に
詠
ま
れ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
の
が
、

【
弘
法
大
師
第
一
番
詠
歌
】

有あ
り

難が
た

や
高た

か

野の

の
山や

ま

の
岩い

わ

蔭か
げ

に

大だ
い

師し

は
今い

ま

も
在お

わ

し
ま
し
ま
す

す
な
わ
ち
、「
ま
こ
と
に
あ
り

が
た
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
お
大

師
さ
ま
は
高
野
山
の
奥
の
院
に
お

い
て
、
今
も
私
た
ち
を
お
済す

く

い
つ

づ
け
て
お
ら
れ
ま
す
」
と
い
う
意

味
の
歌
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
あ
る
晩
、
醍
醐
天
皇

（
八
八
五
～
九
三
〇
）
の
夢
枕
に

お
大
師
さ
ま
が
立
ち
現
れ
、
詠
ま

れ
た
の
が
、

【
弘
法
大
師
第
二
番
詠
歌
】

高た
か

野の

山や
ま

結む
す

ぶ
庵

い
お
り

に
袖そ

で

朽く

ち
て

苔こ
け

の
下し

た

に
ぞ
有あ

り

明あ
け

の
月つ

き

の
歌
で
す
。
そ
の
意
味
は
、「
私

空
海
は
高
野
山
に
て
入
定
し
た
の

で
あ
る
が
、
長
い
年
月
を
経
て
私

の
衣
の
袖
は
朽
ち
果
て
て
し
ま
っ

た
。
し
か
し
、
夜
が
明
け
て
も
な

お
天
空
に
残
っ
て
い
る
月
の
よ
う

に
、
私
も
ま
た
苔
む
し
た
岩い

わ

蔭か
げ

か

ら
、
今
も
な
お
衆
生
を
済
い
つ
づ

け
て
い
る
よ
」
と
い
う
も
の
で
す
。

こ
の
お
話
し
に
は
続
き
が
あ
り

ま
す
の
で
、
次
号
に
て
ご
紹
介
い

た
し
ま
す
。
　
（
次
号
に
つ
づ
く
）



令和2年6月1日 高 幡 不 動 尊（7） 第111号

「
お
金
を
融
通
す
る
」
と
い
え

ば
、
金
銭
な
ど
を
工
面
し
て
あ
げ

る
こ
と
で
あ
り
、「
融
通
が
き
く
」

と
い
え
ば
、
事
に
あ
た
っ
て
、
原

則
だ
け
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
臨り

ん

機き

応お
う

変へ
ん

に
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
を
い
い
ま
す
。

な
に
げ
な
く
つ
か
っ
て
い
る
仏
教
の
こ
と
ば
│
融
通
（
ゆ
う
づ
う
・
ゆ
づ
う
）

仏
教
で
は
、
異
な
る
も
の
が
融と

け
あ
っ
て
、
障さ

わ

り
な
く
通つ

う

ず
る
こ

と
を
融
通
と
い
い
ま
す
。
こ
こ
に

自
由
自
在
な
る
意
味
を
見
て
取
り
、

金
銭
の
や
り
く
り
や
臨
機
応
変
の

意
で
融
通
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
無
礙
（
む
げ
）
と
い
う

言
葉
も
ま
た
同
様
に
、
障さ

わ

り
な
く

融と

け
あ
い
妨

さ
ま
た

げ
が
無
い
こ
と
の
意

味
の
語
で
あ
り
、
両
者
を
合
わ
せ

て
融
通
無
礙
な
る
語
と
し
て
も
用

い
ら
れ
て
い
ま
す
。（

小
林
靖
典
）

高
幡
い
き
も
の
曼
荼
羅

⑪

春
か
ら
初
夏
に
か
け
て
、
高
幡
不
動
尊
の
境
内
で
は
鳥
た
ち
が
繁
殖
の
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
ま
す
。
春
浅
い

あ
る
日
、
珍
し
い
鳥
の
鳴
き
声
が
裏
山
か
ら
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。
声
の
主
を
探
し
て
み
る
と
、
ハ
イ
タ
カ

の
つ
が
い
が
裏
山
の
頂
上
付
近
に
住
み
つ
い
て
い
る
こ
と
が
判
明
。
営
巣
し
て
雛
が
巣
立
つ
の
が
楽
し
み
で

す
。
昨
年
無
事
巣
立
っ
た
カ
ル
ガ
モ
も
現
在
弁
天
池
で
営
巣
し
、
雄
鴨
が
抱
卵
中
で
す
。
毎
年
繰
り
返
さ
れ

る
自
然
の
営
み
の
一
つ
で
す
。

と
こ
ろ
で
猛
禽
の
ハ
イ
タ
カ
は
、
恐
ら

く
裏
山
で
の
生
態
系
の
頂
点
に
位
置
す
る

も
の
と
思
い
ま
す
が
、
面
白
い
の
は
ほ
ぼ

十
年
単
位
で
、
そ
の
頂
点
で
あ
る
猛
禽
達

の
種
類
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
二

十
年
程
前
に
は
ア
オ
バ
ズ
ク
が
営
巣
し
ま

し
た
し
、
そ
の
後
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
ツ

ミ
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
し
て
ツ
ミ
の
後
に
は
こ
う
し
て
ハ

イ
タ
カ
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
彼
ら
は
裏
山
の
限
ら
れ
た
資
源

を
分
け
合
い
な
が
ら
順
番
に
生
息
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

昨
今
自
然
環
境
や
ビ
ジ
ネ
ス
を
問
わ
ず
サ
ス
テ
ィ
ナ
ビ
リ
テ

ィ
、
つ
ま
り
持
続
可
能
な
シ
ス
テ
ム
が
注
目
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま

す
。
一
見
日
常
と
か
け
離
れ
た
概
念
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、

身
近
な
高
幡
不
動
尊
の
裏
山
で
も
、
昔
か
ら
営
ま
れ
て
い
る
こ

と
な
の
で
す
。

カルガモの夫婦

凛々しいハイタカ

紫陽花にとまるジョウビタキ

正
し
�
う

御み

影え

供く

法
要
（
3/21
）

三
月
二
十
一
日
、
大
日
堂
に
お
い

て
宗
祖
弘
法
大
師
空
海
上
人
の
お
姿
を

か
か
げ
、
正
御
影
供
法
要
を
勤
修
し
、

報
恩
謝
徳
の
誠
を
捧
げ
ま
し
た
。

お
大
師
さ
ま
は
承
和
二
年
（
八
三

五
）
三
月
二
十
一
日
に
高
野
山
奥
之
院

に
て
永
遠
の
禅
定
に
入
ら
れ
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
八
十
六
年
後
の
延
喜
二
十
一

年
（
九
二
一
）
醍
醐
天
皇
か
ら
「
弘
法

大
師
」
の
諡し

号ご
う

を
賜
り
ま
し
た
。
今
年

は
諡
号
を
賜
っ
て
か
ら
一
一
〇
〇
年
目

の
佳
年
に
正
当
し
ま
す
。

（
伊
大
知
記
）

花
ま
つ
り
（
4/8
）

四
月
八
日
、
お
釈
迦
様
の
ご
生
誕

を
祝
う
花
ま
つ
り
法
要
が
勤
修
さ
れ
ま

し
た
。
花
ま
つ
り
と
は
、
約
二
千
五
百

年
前
に
イ
ン
ド
西
域
（
現
在
の
ル
ン
ビ

ニ
ー
）
で
お
釈
迦
様
が
お
生
ま
れ
に
な

っ
た
時
、
竜
王
が
天
か
ら
甘
露
の
雨
を

降
ら
せ
、
そ
の
誕
生
を
祝
福
し
た
と
い

う
故
事
に
倣
い
、
誕
生
仏
に
甘
茶
を
掛

け
お
祝
い
を
す
る
行
事
で
す
。

本
来
で
あ
れ
ば
、
御
参
詣
の
皆
様

に
甘
茶
を
振
る
舞
う
予
定
で
い
ま
し
た

が
、
感
染
症
予
防
の
為
、
残
念
な
が
ら

中
止
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
し
か
し
法

要
に
は
、
た
く
さ
ん
の

方
が
参
列
し
、
お
釈
迦

様
の
ご
生
誕
を
祝
う
と

共
に
、
そ
の
功
徳
に
よ

っ
て
世
界
に
平
和
を
も

た
ら
し
て
頂
け
る
よ
う
至
心
に
お
祈
り

を
致
し
ま
し
た
。
　
　
　
（
森
口
記
）

大
般
若
転
読
会
（
4/26
）

四
月
二
十
六
日
、
不
動
堂
に
お
い

て
大
護
摩
供
付
大
般
若
転
読
会
を
勤
修

し
、
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
六
百
巻
を
転

読
し
ま
し
た
。
転
読
の
風
に
あ
た
る
と

病
気
や
災
難
が
除
か
れ
る
と
伝
え
ら

れ
、
疫
病
退
散
、
病
気
平
癒
、
無
病

息
災
、
信
徒
安
全
を
祈
願
致
し
ま
し
た
。

加
藤
信
清
筆

「
阿
弥
陀
三
尊
図
」
出
張
中

こ
の
度
、
東
京
都
江
戸
東
京
博
物

館
、
山
口
県
立
美
術
館
、
あ
べ
の
ハ
ル

カ
ス
美
術
館
に
於
て
「
奇
才
〜
江
戸
絵

画
の
冒
険
者
た
ち
〜
」
と
題
し
た
展
覧

会
が
開
催
と
な
り
当
山
か
ら
加
藤
信
清

筆
の
阿
弥
陀
三
尊
図
を
出
展
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

本
展
は
、
従
来
の
江
戸
絵
画
史
に

お
い
て
「
異
端
」「
奇
想
」
と
位
置
づ

け
ら
れ
た
絵
師
に
加
え
、
俵
屋
宗
達
、

尾
形
光
琳
や
、
円
山
応
挙
、

飾
北

斎
ら
も
既
成
の
枠
を
打
ち
破
っ
た
「
奇

才
」
の
絵
師
と
し
て
見
つ
め
直
す
こ
と

で
、
新
し
い
江
戸
絵
画
史
の
提
案
を
試

み
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

開
催
日
時
等
、
詳
し
く
は
各
美
術

館
、
博
物
館
へ
お
問
い
合
せ
下
さ
い
。阿弥陀三尊図



高 幡 不 動 尊 令和2年6月1日 （8）第111号

多
摩
八
十
八
ヶ
所
巡
拝

春
、
夏
、
秋
、
遍
路
四
季

八
王
子
市
　
川
幡

俊
一

八
月
巡
拝
（
十
三
ヶ
所
参
拝
）

〜
あ
き
る
野
市
・
檜
原
村

八
王
子
市
・
日
野
市
〜

八
月
巡
拝
初
日
の
今
日

は
朝
か
ら
猛
暑
、
高
幡
不

動
尊
を
お
参
り
前
に
池
の

蓮
の
花
が
例
年
以
上
に
咲

き
誇
り
素
晴
ら
し
い
お
花

で
し
た
。
不
動
尊
の
境
内

を
お
参
り
し
て
、
セ
ミ
時

雨
と
大
日
堂
か
ら
聞
こ
え

る
読
経
に
癒
さ
れ
ま
し
た
。

今
日
の
参
拝
は
全
体
的

に
山
間
の
お
寺
が
多
く
暑

い
お
参
り
で
す
が
、
本
堂

で
お
経
を
あ
げ
て
い
る
と

時
折
涼
し
い
風
が
身
体
を

癒
し
て
く
れ
ま
す
。
各
寺
院
様
の

ご
好
意
で
、
玄
関
先
、
庭
の
前
ま

で
バ
ス
を
付
け
て
い
た
だ
き
、
歩

く
こ
と
が
少
な
く
高
齢
者
は
助
か

り
ま
す
。（

令
和
元
年
八
月
一
日
）

九
月
巡
拝
（
十
六
ヶ
所
参
拝
）

〜
八
王
子
市
・
昭
島
市日

野
市
〜

火
曜
日
組
は
後
半
、
台
風
の
影

響
の
大
雨
で
大
変
の
よ
う
で
し
た
。

令
和
三
年

多
摩
八
十
八
ヶ
所

巡
拝
の
ご
案
内

龍
華
会
で
は
昭
和
四
十
六
年
よ

り
多
摩
八
十
八
ヶ
所
巡
拝
を
実
施

し
て
お
り
ま
す
。
お
大
師
様
を
巡

り
世
界
平
和
と
身
体
安
全
、
併
せ

て
ご
先
祖
様
の
供
養
を
お
祈
り
さ

れ
て
は
如
何
で
し
ょ
う
か
。

初
め
て
の
方
で
も
先
達
の
お
坊

さ
ん
の
案
内
を
い
た
だ
き
な
が
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

・
巡
　
拝

令
和
三
年
四
月
〜
十
月

毎
月
第
一
週
の
「
火
」「
日
」
曜
日

（
五
月
は
第
二
週
・
十
月
は

二
十
一
日
結
願
）

・
会
　
費
　
四
九
、
六
〇
〇
円

（
七
回
分
）

（
納
経
料
・
バ
ス
代
・
保
険

料
等
を
含
む
）

〜
分
割
納
入
も
可
〜

・
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

今
日
は
曇
空
で
す
が
台
風
十
三
号

の
影
響
も
な
さ
そ
う
、
不
動
尊
境

内
も
残
暑
の
中
、
蝉
の
鳴
声
が
静

け
さ
の
な
か
響
き
渡
っ
て
い
ま
し

た
。
老
人
に
は
こ
た
え
る
高
尾
山

薬
王
院
参
拝
で
す
が
、
道
中
会
話

し
な
が
ら
三
十
分
程
で
参
拝
を
終

え
る
事
が
出
来
ま
し
た
。

（
令
和
元
年
九
月
五
日
）

十
月
結
願

〜
高
幡
不
動
尊
〜

境
内
の
山
内
八
十
八
ヶ
所
参
拝

・
ご
法
話
・
結
願
大
護
摩
供
・
お

授
け
・
精
進
料
理
、
毎
年
の
事
で

す
が
、
多
摩
八
十
八
ヶ
所
の
お
寺

さ
ん
、
高
幡
不
動
尊
の
皆
様
、
運

転
手
さ
ん
、
心
よ
り
お
礼
と
感
謝

を
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
令
和
元
年
十
月
二
十
一
日
）

編
集
室
だ
よ
り

皆
様
か
ら
の
お
便
り

コ
ロ
ナ
禍
の
あ
お
り
で
イ
ベ
ン

ト
等
の
自
粛
 、
緊
急
 事
態
 宣
言
で

ス
テ
イ
ホ
ー
ム
 と
未
だ
予
断
を
許

さ
な
い
 状
態
が
 続
い
て
 い
ま
す
。

山
内
も
  各
種
 行
事
 の
中
止
 、
諸
堂

も
拝
観
停
止
で
、
感
染
予
防
 の
た

め
マ
ス
ク
 着
用
 、
消
毒
液
  を
各
所

 に
配
置
 し
予
防
に
 努
め
て
い
ま
す
。

秋
 以
降
の
行
事
が
開
催
 で
き
る
か

心
配
で
す
。

早
急
な
 収
束
、
感
染
死
亡
者
 の

冥
福
 、
感
染
者
 の
快
癒
 、
医
療
 従

事
者
 へ
の
感
謝
 等
々
 、
早
く
 平
穏

な
日
々
が
来
る
よ
う
 お
不
動
 様
に

祈
る
 毎
日
 で
す
。

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
）

※
日
時
等
の
予
定
は
変
更
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は

お
問
い
合
せ
下
さ
い
。

御
◆
案
◆
内

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

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
）

午
前
九
時
〜
午
後
四
時

拝
観
料
　
三
〇
〇
円
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