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新
天
皇
の
ご
即
位
に
と
も
な
い
、
平
成
か
ら
令
和
に
な
っ
た
五
月
一
日
、
新
し
い
時
代
を

迎
え
た
高
揚
感
か
ら
国
内
は
祝
賀
ム
ー
ド
に
つ
つ
ま
れ
、
各
地
で
は
関
連
す
る
催
し
物
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
初
め
て
の
十
連
休
と
い
う
こ
と
で
海
外
や
国
内
の
旅
行
を
楽
し
む
方

が
多
く
い
た
反
面
、
長
い
休
み
に
と
ま
ど
う
方
も
お
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

当
山
で
は
例
年
に
く
ら
べ
て
大
勢
の
ご
参
詣
の
方
で
賑
わ
い
、
特
に
四
月
三
十
日
に
は
平

成
最
後
の
御
朱
印
を
、
五
月
一
日
に
は
令
和
最
初
の
御
朱
印
を
求
め
て
長
蛇
の
列
が
出
来
、

待
ち
時
間
が
三
時
間
以
上
と
な
る
混
雑
ぶ
り
で
し
た
。
約
六
名
の
僧
侶
で
御
朱
印
の
浄
書
に

あ
た
っ
て
い
ま
し
た
が
、
腱
鞘
炎
に
な
る
僧
侶
も
お
り
大
変
な
二
日
間
と
な
り
ま
し
た
。
因

み
に
連
休
の
間
に
、
六
〇
〇
〇
以
上
の
御
朱
印
が
あ
っ
た
こ
と
を
ご
報
告
致
し
ま
す
。

五
・
六
年
前
よ
り
御
朱
印
を
求
め
る
方
が
多
く
な
っ
た
気
が
し
ま
す
。
以
前
は
、
主
に
ご

年
配
の
方
が
御
朱
印
を
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
近
年
は
特
に
若
い
方
が
非
常
に
多
く
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
サ
ー
ビ
ス
）
の
隆
盛
と
と
も
に
こ
の
御
朱
印
の

ブ
ー
ム
を
担
っ
て
い
る
こ
と
が
実
感
さ
れ
ま
す
。

御
朱
印
の
起
源
に
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
一
説
に
は
鎌
倉
期
に
始
ま
っ
た
日
本
回
国
大
乗

に
ほ
ん
か
い
こ
く
だ
い
じ
ょ
う

妙
典

み
ょ
う
で
ん

六
十
六
部

ろ
く
じ
�
う
ろ
く
ぶ

経
き
ょ
う

聖ひ
じ
りの

「
納
経

の
う
き
ょ
う

請
取

う
け
と
り

状じ
ょ
う」

に
遡
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、『
法
華

経
』
七
巻
を
六
十
六
部
写
経
し
、
日
本
全
国
六
十
六
ヶ
国
を
め
ぐ
っ
て
、
各
国
を
代
表
す
る

寺
社
に
一
部
を
納
経
す
る
聖

ひ
じ
り

（
行
者
）
が
お
り
、
納
経
し
た
確
か
な
証
明
と
し
て
「
納
経

の
う
き
ょ
う

請う
け

取と
り

状じ
ょ
う」

を
受
け
取
る
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
が
江
戸
時
代
に
な
る
と
納
経
帳
に
記
帳
押
印

し
て
も
ら
う
と
い
う
、
現
在
の
よ
う
な
御
朱
印
帳
の
形
式
と
な
り
、
四
国
八
十
八
ヶ
所
や
西

国
三
十
三
ヶ
所
観
音
霊
場
の
間
で
も
広
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

当
山
で
は
、
四
国
八
十
八
ヶ
所
は
あ
ま
り
に
も
遠
方
で
、
参
加
を
た
め
ら
う
方
の
た
め
に
、

昭
和
四
十
六
年
よ
り
新
四
国
多
摩
八
十
八
ヶ
所
め
ぐ
り
を
行
っ
て
お
り
、
例
年
、
四
月
よ
り

十
月
ま
で
、
七
回
に
わ
け
て
巡
礼
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
際
、
お
堂
の
前
で
『
般
若
心
経
』

等
を
お
唱
え
し
、
そ
の
上
で
八
十
八
の
寺
院
か
ら
御
朱
印
を
い
た
だ
き
、
参
加
し
た
方
に
お

渡
し
し
て
お
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
巡
礼
に
よ
る
御
朱
印
に
は
、
善
い
行
い
を
作な

す
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
罪

を
滅
し
、
来
世
の
安
寧
を
願
い
、
そ
の
証
明
を
い
た
だ
く
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
し
た
。
現

在
の
ブ
ー
ム
で
は
、
そ
の
目
的
や
意
味
合
い
は
多
少
違
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
寺

社
仏
閣
に
や
す
ら
ぎ
を
求
め
、
神
仏
に
ご
加
護
を
願
う
と
い
う
こ
と
に
か
わ
り
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
、
御
朱
印
を
い
た
だ
い
た
な
ら
ば
、
ま
ず
は
自
分
を
振
り
返
る
と
と
も
に
、
自

分
に
か
か
わ
る
す
べ
て
に
感
謝
を
す
る
こ
と
が
大
事
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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最
近
、
身
体
の
衰
え
を
し
み
じ
み

と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
心
も
老

化
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
す
。

と
い
う
の
も
、
昔
の
こ
と
を
思
い
出

し
て
い
る
時
間
が
多
く
な
っ
て
い
る

か
ら
で
す
。
若
さ
と
は
未
来
へ
と
自

分
を
衝
き
動
か
す
力
が
あ
る
こ
と
で

す
。
そ
し
て
老
い
る
と
未
来
に
向
か

う
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
失
わ
れ
、
過
ぎ
去

っ
た
時
代
へ
の
郷
愁
が
つ
の
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
懐
か
し
く
思

い
浮
か
べ
る
の
は
幼
い
頃
の
家
族
や

遊
び
仲
間
、
そ
し
て
遊
び
回
っ
て
い

た
山
や
川
な
ど
の
風
景
で
す
。
故
郷

は
単
な
る
出
身
地
を
い
う
の
で
は
な

く
、
過
去
を
懐
か
し
む
心
の
中
に
あ

る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
昔
を
思
い

出
す
中
に
故
郷
が
あ
る
と
し
た
ら
、

故
郷
と
は
人
生
と
い
う
時
間
の
中
に

夢
の
よ
う
に
浮
か
び
上
が
る
幻
影
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
有
名
な
唱
歌
「
故

郷
」
で
は
そ
の
過
去
を
懐
か
し
む
心

を
「
夢
は
今
も
巡
り
て
」
と
詠
っ
て

い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
て
、

ふ
と
気
づ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

故
郷
が
人
生
に
大
き
な
意
味
を
与
え

る
文
学
が
明
治
半
ば
以
降
か
ら
大
正

時
代
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
ち
な
み
に
唱
歌
「
故
郷
」

は
大
正
三
年
に
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
志
を
果
た
し
て
　
い
つ
の
日
に
か

帰
ら
ん
」
と
詠
う
よ
う
に
、
東
京
で

懸
命
に
生
き
る
人
が
振
り
返
っ
て
懐

か
し
む
場
所
が
故
郷
な
の
で
す
。
こ

の
よ
う
に
東
京
は
人
生
の
目
的
を
果

た
す
場
所
、
働
く
場
所
で
あ
り
、
故

郷
が
遠
く
感
じ
ら
れ
た
よ
う
に
な
り

ま
す
。

こ
の
よ
う
に
故
郷
が
強
く
意
識
さ

れ
た
の
は
、
明
治
か
ら
大
正
と
い
う

時
代
に
め
ざ
ま
し
く
日
本
が
近
代
化

し
た
こ
と
と
関
係
し
ま
す
。
と
い
う

の
も
近
代
化
と
は
産
業
の
発
展
と
表

裏
を
な
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
ま
た
労

働
者
が
集
中
す
る
都
市
が
形
成
さ
れ
、

田
舎
か
ら
都
会
へ
の
人
口
移
動
が
め

ざ
ま
し
く
増
加
す
る
こ
と
で
も
あ
り

ま
す
。
近
代
化
と
い
う
こ
と
は
故
郷

を
離
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
故
郷
を
失

う
こ
と
に
も
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

都
市
労
働
者
が
増
え
続
け
る
と
い

う
こ
と
は
故
郷
を
失
う
こ
と
で
あ
る

と
い
う
痛
切
な
嘆
き
は
、
明
治
か
ら

大
正
時
代
の
日
本
の
近
代
化
に
お
け

る
問
題
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。

す
で
に
日
本
よ
り
早
く
近
代
化
を
進

め
た
西
洋
で
は
「
故
郷
喪
失
」
は
深

刻
に
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し

て
真
実
の
故
郷
を
求
め
る
思
想
・
文

く
う
た
ふ
も
の
　
よ
し
や
う
ら
ぶ
れ

て
異
土
の
乞
食
と
な
る
と
て
も
　
帰

る
と
こ
ろ
に
あ
る
ま
じ
や
　
ひ
と
り

都
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
に
　
ふ
る
さ
と
お
も

ひ
涙
ぐ
む
」

こ
の
詩
で
は
辛
い
こ

と
ば
か
り
あ
る
故
郷
に
住
む
こ
と
が

で
き
ず
、
都
会
で
の
孤
独
な
生
活
を

覚
悟
し
、
し
か
も
故
郷
を
捨
て
る
こ

と
が
で
き
な
い
悲
し
み
が
詠
わ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
悲
し
み
も
近
代
と
い

う
時
代
が
生
み
だ
し
た
の
で
し
ょ
う
。

さ
て
、
近
代
を
超
え
て
さ
ら
に
産

業
の
発
展
が
著
し
い
現
代
で
も
故
郷

地
で
の
つ
ら
い
思
い
出
を
「
石
を
も

て
追
は
る
が
ご
と
く
　
ふ
る
さ
と
を

出
で
し
か
な
し
み
　
消
ゆ
る
時
な

し
」
と
詠
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
ま

た
「
か
に
か
く
に
渋
民
村
は
恋
し
か

り
　
お
も
ひ
で
の
山
　
お
も
ひ
で
の

川
」
と
郷
愁
の
念
も
強
く
い
だ
き
、

故
郷
の
お
国
訛
り
が
懐
か
し
く
な
り

上
野
駅
に
ま
で
出
か
け
た
の
で
す
。

ま
た
室
生
犀
星
は
故
郷
金
沢
に
居

場
所
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
悲
し
み
を

詠
っ
て
い
ま
す
。「
ふ
る
さ
と
は
遠

き
に
あ
り
て
思
ふ
も
の
そ
し
て
悲
し

喪
失
は
続
い
て
い
ま
す
。
し
か
も
故

郷
喪
失
の
中
で
生
ま
れ
育
っ
た
た
め

に
、
故
郷
を
田
舎
に
、
あ
る
い
は
古

い
時
代
に
求
め
る
心
さ
え
失
わ
れ
た

時
代
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま

す
。
そ
れ
ほ
ど
故
郷
喪
失
の
心
の
病

は
深
刻
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

今
で
は
田
舎
も
都
会
も
、
ど
こ
で

も
生
活
は
膨
大
な
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
こ
れ
か
ら
の
世
界
は
グ
ロ
ー

バ
リ
ズ
ム
の
名
の
も
と
に
、
ま
す
ま

す
巨
大
化
し
た
経
済
産
業
シ
ス
テ
ム

が
人
々
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
る
で

し
ょ
う
。
全
世
界
規
模
の
情
報
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
中
に
は
故
郷
は
あ
り
ま

せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
時
代
で
あ
る
か
ら
こ

そ
、
私
た
ち
は
故
郷
に
つ
い
て
考
え

て
み
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。

そ
し
て
魂
の
拠
り
所
と
な
る
故
郷
を

心
の
中
に
見
い
だ
す
こ
と
を
心
が
け

た
い
も
の
で
す
。

私
は
こ
の
よ
う
な
魂
の
故
郷
と
は
、

煎
じ
詰
め
れ
ば
こ
の
大
自
然
の
中
に

息
づ
く
生
命
活
動
で
あ
り
、
そ
れ
は

と
り
も
な
お
さ
ず
偉
大
な
仏
さ
ま
の

働
き
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

老
い
た
身
に
、
魂
の
故
郷
は
有
り
難

い
も
の
で
す
。

化
運
動
も
起
こ
り
ま
し
た
。
有
名
な

グ
リ
ム
童
話
も
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
古

い
民
話
を
グ
リ
ム
兄
弟
が
集
め
た
も

の
で
す
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
人
の
魂
の

故
郷
を
求
め
る
運
動
が
も
た
ら
し
た

と
い
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
近
代
の

故
郷
は
都
会
か
ら
地
理
的
に
遠
い
田

舎
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
次
第

に
心
の
拠
り
所
と
な
る
魂
の
故
郷
を

求
め
る
こ
と
で
、
過
去
へ
と
遡
る
の

で
す
。
そ
し
て
今
の
時
代
は
過
去
の

美
し
い
魂
の
故
郷
か
ら
離
れ
た
「
故

郷
喪
失
」
の
時
代
で
あ
る
と
強
く

意
識
さ
れ

る
よ
う
に

な
り
ま
し

た
。故

郷
に

帰
り
た
く

て
も
帰
れ

な
い
今
の

自
分
を
見

つ
め
、
今
と
い
う
「
故
郷
喪
失
」
の

時
代
を
生
き
る
こ
と
は
近
代
の
大
き

な
課
題
で
あ
っ
た
の
で
す
。
か
つ
て

民
俗
学
者
の
柳
田
国
男
は
故
郷
に
帰

れ
ず
都
会
で
位
牌
を
抱
い
て
さ
ま
よ

う
孤
独
な
老
人
に
出
会
っ
た
こ
と
を

記
し
て
い
ま
す
。
都
会
と
い
う
異
郷

の
地
で
孤
独
に
生
き
る
老
人
に
と
っ

て
最
後
に
帰
る
べ
き
故
郷
は
先
祖
の

位
牌
に
象
徴
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

押
し
寄
せ
る
近
代
と
い
う
荒
波
に

翻
弄
さ
れ
た
石
川
啄
木
も
故
郷
を
強

く
意
識
し
て
い
ま
し
た
。
彼
は
出
身

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
五
）

現
代
の
世
相
か
ら
(65)
廣
　
澤
　
隆
　
之

「地蔵菩薩像」
安土・桃山時代
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ご
奉
納
御
礼

一
、
品
名
　
曼
珠
沙
華
球
根
（
五
箱
）

奉
納
者
　
日
野
市

澤
　
田
　
　
研
　
二

一
、
品
名
　
ジ
ュ
ウ
ニ
ヒ
ト
エ
（
日
本
固
有
種
）

奉
納
者
　
日
野
市

峰
　
岸
　
　
立
　
枝

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
）

大
提
灯
奉
納
者
芳
名

（
平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
〜
四
月
三
十
日
）

八
王
子
市

伊
　
藤
　
民
　
樹

八
王
子
市

伊
　
藤
　
有
希
子

八
王
子
市

伊
　
藤
　
鎭
　
子

四
体
　
八
王
子
市
　
樋
　
口
　
健
太
郎

日
野
市
　
片
　
野
　
良
太
郎

八
王
子
市
　
森
　
田
　
康
　
裕

八
王
子
市
　
金
　
泉
　
志
　
郎

町
田
市
　
川
　
越
　
恋
　
奈

町
田
市
　

谷
　
政
　
則

川
崎
市
　
村
　
田
　
新
　
一

川
崎
市
　
村
　
田
　
み
ど
り

川
崎
市
　
村
　
田
　
竜
　
飛

川
崎
市
　
西
　
　
　
宏
　
典

川
崎
市
　
西
　
　
　
愛
　
美

世
田
谷
区

佐
々
木
　
憲
　
人

練
馬
区

岸
　
田
　
サ
ナ
エ

西
東
京
市

阿
久
津
　
定
　
夫

西
東
京
市

阿
久
津
　
た
　
つ

調
布
市

柴
　
田
　
和
　
男

小
金
井
市

清
　
水
　
香
　
雲

清
瀬
市

沖
　
山
　
順
　
子

国
立
市

両
　

時
　
和

青
梅
市

谷
　
　
　
重
　
治

二
本
　
日
野
市

安
　
川
　
武
　
雄

八
王
子
市

木
　
村
　
茂
　
代

二
本
　
中
央
市

佐
　
野
　
千
　
尋

南
ア
ル
プ
ス
市

謹
吾
紙
業
株
式
会
社

市
川
三
郷
町

秋
　
山
　
詔
　
樹

日
野
市

岩
　
　
　
文
　
夫

幟
旗
奉
納
者
芳
名

（
平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
〜
四
月
三
十
日
）

千
体
地
蔵
尊奉

安
者
芳
名

（
平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
〜
四
月
三
十
日
）

中
野
区
　

黒
　
澤

記

府
中
市
　
青
　
木
　
裕
　
吉

日
野
市

水
　
谷
　
圭
　
子

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

（
平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
〜
四
月
三
十
日
）

奉納御礼　不動堂仏具
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高 幡 不 動 尊 令和元年6月1日 （6）第107号

高
幡
写
仏
会
の
お
知
ら
せ

自
分
の
手
で
仏
様
の
お
姿
を
写
経
の
よ
う
に
写
し
て
、
そ
の
後
、
御

本
尊
不
動
明
王
に
奉
納
す
る
写
仏
会
で
す
。

当
山
で
は
年
二
回
（
あ
じ
さ
い
ま
つ
り
・
も
み
じ
ま
つ
り
の
会
期
中
）

写
仏
布
教
の
第
一
人
者
、
画
僧
牧
宥
恵
師
を
招
い
て
開
催
し
て
い
ま
す
。

写
仏
前
の
御
法
話
も
人
気
が
あ
り
ま
す
。
是
非
こ
の
機
会
に
御
参
加
い

た
だ
き
、
お
不
動
様
と
の
法
縁
と
写
仏
を
自
身
の
浄
行
と
さ
れ
御
本
尊

不
動
明
王
の
ご
加
護
を
授
り
下
さ
い
。

記

日
　
時
　
六
月
十
五
日（
土
）・
十
六
日（
日
）

午
後
一
時
〜
午
後
四
時
（
受
付
　
正
午
よ
り
）

会
　
場
　
宝
輪
閣
地
階
ホ
ー
ル
（
両
日
共
、
牧
宥
恵
師
の
作
品
を
展

示
し
ま
す
）

内
　
容
　
午
後
一
時
　
法
話

午
後
二
時
　
写
仏

午
後
四
時
　
写
仏
奉
納
大
護
摩
修
行

会
　
費
　
弐
千
円
（
材
料
費
含
む
）

◇
お
申
込
み
・
高
幡
不
動
尊
事
務
局
ま
で

電
話
　
〇
四
二
︱
五
九
一
︱
〇
〇
三
二

夏
の
行
事
案
内
（
六
月
〜
八
月
）

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

○
1
日（
土
）
〜
30
日（
日
）
　
高
幡
不
動
尊
あ
じ
さ
い
ま
つ
り

○
9
日（
日
）

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

○
15
日（
土
）

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

法
話
　
午
後
一
時
よ
り
　
於
大
日
堂
（
聴
講
無
料
）

法
要
　
午
後
二
時
よ
り
　
於
大
日
堂

○
15
日（
土
）

お
焚
き
上
げ
〈
午
前
九
時
〉

○
15
日（
土
）・
16
日（
日
）
高
幡
写
仏
会
　
講
師
　
牧
　
宥
恵
先
生

（
下
段
参
照
）

○
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
〉
法
話
山
内
僧
侶

○
24
日（
月
）

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

○
28
日（
金
）

月
　
例
　
祭
（
ご
縁
日
）
法
話
　
山
内
僧
侶

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

○
14
日（
日
）

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

○
15
日（
祝
）

盂
蘭
盆
会
法
要
〈
午
前
六
時
〉
於

大
日
堂

○
21
日（
日
）

ご
ざ
れ
市
（
が
ら
く
た
市
）〈
雨
天
決
行
〉

○
21
日（
日
）

月
例
写
経
会
〈
午
後
一
時
三
十
分
〉
法
話
山
内
僧
侶

○
24
日（
水
）

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

○
28
日（
日
）

月
　
例
　
祭
（
ご
縁
日
）
法
話
　
山
内
僧
侶

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

○
3
日（
土
）

俳
句
大
会
表
彰
式
及
び
記
念
大
会

○
4
日（
日
）

短
歌
大
会
表
彰
式

○
15
日（
木
）

盂
蘭
盆
会
大
施
餓
鬼
法
要

法
話
　
午
後
一
時
よ
り
　
於
大
日
堂
（
聴
講
無
料
）

法
要
　
午
後
二
時
よ
り
　
於
大
日
堂

○
18
日（
日
）

ご
ざ
れ
市
（
が
ら
く
た
市
）〈
雨
天
決
行
〉

○
21
日（
水
）

月
例
写
経
会
〈
午
後
一
時
三
十
分
〉
法
話
山
内
僧
侶

○
24
日（
土
）

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

○
28
日（
水
）

月
　
例
　
祭
（
ご
縁
日
）
法
話
　
山
内
僧
侶

山
主
の
主
な
動
静

3/15
声
明
と
ジ
ャ
ズ
の
夕
べ
（
市
役

所
）
・
3/21
彼
岸
会
・
正
御
影
供
法

養
・
3/22
新
選
組
ま
つ
り
実
行
委
・

4/17
新
選
組
ま
つ
り
実
行
委
・
4/21
廣

徳
院
（
福
島
第
一
教
区
）
参
拝

団
・
4/23
長
谷
部
日
出
男
画
伯
焼
香

（
港
区
）
・
4/27
〜
4/30
春
季
大
祭
国

宝
ま
つ
り
・
5/8
東
京
多
摩
教
区
研

修
旅
行
（
箱
根
）
・
5/11
〜
5/12
ひ
の

新
選
組
ま
つ
り
・
5/14
青
木
家
・
倉

田
家
結
婚
披
露
宴
（
横
浜
）
・
5/16

〜
5/17
職
員
研
修
旅
行
（
鹿
児
島
）

・
5/18
飛
火
野
RC
三
十
周
年
祝
賀

会
（
立
川
）
・
5/19
宝
泉
院
三
回
忌

（
大
導
師
）
・
神
輿
反
省
会
・
5/25

責
役
総
代
会
・
不
動
堂
仏
具
納
入

奉
告
大
護
摩
供
・
5/28
五
月
大
祭
・

観
音
院
（
宮
城
教
区
）
参
拝
団
・

3/1
3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
京
王
自
動
車
事
業

部
研
修
会
講
師
・
計
六
回

「制吨迦童子・矜羯羅童子」
牧宥恵先生ご染筆の写仏お手本

弁天池の蓮



令和元年6月1日 高 幡 不 動 尊（7） 第107号

◎
あ
じ
さ
い
御
守
授
与
（
一
体
　
各
五
〇
〇
円
）

あ
じ
さ
い
ま
つ
り
期
間
限
定
に
て
色
と
り
ど
り
の

あ
じ
さ
い
御
守
を
授
与
し
て
お
り
ま
す
。

紫
陽
花

不
動
香
発
売

一
箱
一
、〇
〇
〇
円

（
六
・
七
月
限
定
）

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
〜

『
密
厳
流
御
詠
歌
』
講
員
募
集
の
ご
案
内

御
詠
歌
と
は
和
歌
調
の
詞
に
節
を
付
け
鈴
・
鉦
を
使
っ
て
お
唱
え
す
る
仏
教

歌
で
、
花
ま
つ
り
、
萬
燈
会
な
ど
の
法
要
で
お
唱
え
し
ま
す
。
高
幡
山
で
は

次
の
と
お
り
御
詠
歌
の
新
講
員
を
募
集
し
ま
す
の
で
、
大
勢
様
ご
参
加
下
さ

い
ま
す
よ
う
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

記

一
、
名
　
　
称
　
遍
照
講
高
幡
山
支
部

一
、
参
加
資
格
　
ど
な
た
で
も
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す

一
、
指
　
　
導
　
密
厳
流
遍
照
講
師
範

一
、
会
　
　
費
　
一
ヶ
月
　
参
千
円
（
但
し
、
鈴
・
鉦
な
ど
の
道
具
は
別
費
）

一
、
稽
古
日
時
　
月
二
〜
三
回
　
午
前
十
時
〜
十
二
時

問
い
合
わ
せ
先
　
　
高
幡
不
動
尊
内
遍
照
講
高
幡
山
支
部

電
話
　
〇
四
二（
五
九
一
）〇
〇
三
二

御
詠
歌
始
め
ま
せ
ん
か



高 幡 不 動 尊 令和元年6月1日 （8）第107号

あ
じ
さ
い
ま
つ
り
諸
行
事
案
内
（
六
月
一
日
〜
三
十
日
）

○
山
内
八
十
八
ヶ
所
巡
り
ク
イ
ズ
の
会
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
毎
　
日
）

○
奥
殿
特
別
寺
宝
展
及
び
鳴
り
龍
拝
観
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
毎
　
日
）

○
茶
庭
拝
観
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
（
毎
　
日
）

○
五
重
塔
無
料
休
憩
所
開
設（
百
五
十
名
収
容
）（
午
前
九
時
〜
午
後
四
時
）…
（
毎
　
日
）

○
薄
茶
接
待
…
…
六
月
中
の
水
曜
・
木
曜
・
金
曜
日

六
月
八
日
〜
二
十
三
日
の
土
曜
・
日
曜（
午
前
十
一
時
〜
午
後
三
時
三
十
分
）

○
少
年
柔
剣
道
奉
納
大
会
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
月
　
二
　
日
（
日
）

○
日
本
拳
法
奉
納
大
会
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
月
　
九
　
日
（
日
）

○
リ
サ
イ
ク
ル
・
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
（
雨
天
中
止
）
…
…
六
月
　
九
　
日
（
日
）

○
青
葉
ま
つ
り
（
両
祖
大
師
ご
生
誕
慶
祝
法
要
）
…
…
…
六
月

十
五

日
（
土
）

○
高
幡
写
仏
会

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
月
十
五
日
（
土
）・
十
六
日
（
日
）

○
ご
ざ
れ
市
（
が
ら
く
た
市
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
月

十
六

日
（
日
）

○
月
例
写
経
会
（
山
内
僧
侶
法
話
午
後
一
時
三
十
分
よ
り
）
…
…
六
月
二
十
一
日
（
金
）

○
空
手
奉
納
大
会
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
月
二
十
三
日
（
日
）

○
千
体
地
蔵
尊
月
例
法
要
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
月
二
十
四
日
（
月
）

○
ご

縁

日
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
月
二
十
八
日
（
金
）

あ
じ
さ
い
ま
つ
り
写
真
コ
ン
ク
ー
ル
作
品
募
集

テ

ー

マ
①
あ
じ
さ
い
の
部
…
令
和
元
年
の
あ
じ
さ
い
ま
つ
り
期
間
中
の
高
幡
不
動
尊
及

び
門
前
町
の
行
事
・
風
物
や
、
あ
じ
さ
い
等
の
作
品

②
四
季
の
部
…
…
…
平
成
三
十
年
七
月
以
降
の
高
幡
不
動
尊
及
び
門
前
町
の
四

季
の
風
物
、
行
事
等
の
作
品

サ

イ

ズ

カ
ラ
ー
プ
リ
ン
ト
「
六
ツ
切
以
上
四
ツ
切
迄
・
縁
ナ
シ
・
ワ
イ
ド
可
」

締
　
　
切

令
和
元
年
六
月
三
十
日
（
日
）
必
着

応
募
規
定
①
期
間
中
に
撮
影
の
自
作
品
（
未
発
表
の
も
の
）

②
作
品
ご
と
に
応
募
票
を
貼
付
　
　
③
資
格
は
高
校
生
以
上

④
作
品
に
関
す
る
肖
像
権
は
応
募
者
本
人
の
責
任
と
な
り
ま
す
。

尚
、
応
募
作
品
は
原
則
と
し
て
返
却
致
し
ま
せ
ん
。

入
選
発
表
及
び
表
彰
式
は
八
月
二
十
五
日
（
日
）
高
幡
不
動
尊
客
殿
洋
間

あ
じ
さ
い
ま
つ
り
俳
句
・
短
歌
大
会
作
品
募
集

兼
　
題
　
高
幡
不
動
尊
境
内
及
び
門
前
町
の
四
季
嘱
目
作
品
（
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

（
但
し
記
念
大
会
参
加
料
を
含
む
）

投
稿
先
　
日
野
市
高
幡
七
三
三
　
高
幡
不
動
尊
あ
じ
さ
い
ま
つ
り
事
務
局
宛

（
〒
一
九
一
│
〇
〇
三
一
）

締
　
切
　
令
和
元
年
七
月
七
日
（
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
・
鍵
和
田

子
・
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

橋
爪
鶴
麿
・
星
野
高
士
・
矢
島
艶
子
・
山
崎
千
枝
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
す
る
。

表
彰
式
及
び
記
念
大
会

俳
　
句
　
八
月
三
日
（
土
）
　
正
午
開
会
　
当
季
雑
詠
二
句

記
念
講
演
　
講
師
　
俳
誌
玉
藻
主
宰

星
　
野
　
高
　
士

先
生

演
題

『
私
と
立
子
俳
句
』

短
　
歌
　
八
月
四
日
（
日
）
　
一
時
開
会
　
表
彰
式
及
び
講
評

全国俳句大会　受付を担当された「春耕」「燎」俳句会の皆さん

全国俳句大会　選者の先生方

全国俳句大会　昨年の講演
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アナベル ピンクアナベル ヤマアジサイ綾 伊予テマリ 伊予の十字星

伊予の乱れ髪 伊予獅子手毬 沖縄コンテリギ 岩見ナデシコ 九重の王冠

九重の花吹雪 月が谷テマリ 山紫陽花紅 瀬戸の鶴姫 瀬戸の夕紅

青　海 大　紅 天使のえくぼ 土佐の清流 土佐小紋

土佐南風 土佐美鈴 八重カンコク山 楊貴妃 涼　香

山
内
八
十
八
ヶ
所

巡
り
ク
イ
ズ

多
摩
丘
陵
の
一
角
を
占
め
る
高

幡
不
動
尊
、
三
万
坪
余
り
の
境
内

は
千
古
の
緑
に
包
ま
れ
四
季
折
々

の
花
木
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ま

す
。
裏
山
に
は
明
治
四
十
二
年
開

設
の
山
内
八
十
八
ヶ
所
の
弘
法
大

師
像
が
ま
つ
ら
れ
て
お
り
森
林
浴

を
兼
ね
て
の
お
参
り
は
約
一
時
間
。

あ
じ
さ
い
ま
つ
り
期
間
中
巡
拝

路
沿
い
に
十
問
の
ク
イ
ズ
が
出
さ

れ
、
毎
年
多
勢
の
方
が
ク
イ
ズ
を

楽
し
み
な
が
ら
参
拝
さ
れ
ま
す
。

解
答
用
紙
は
、
不
動
堂
前
、
五

重
塔
無
料
休
憩
所
、
五
重
塔
外
階

段
下
、
大
日
堂
、
大
師
堂
、
交
通

安
全
祈
願
受
付
所
、
山
内
八
十
八

ヶ
所
一
番
札
所
に
置
い
て
あ
り
ま

す
。
解
答
は
事
務
局
か
宝
輪
閣
受

付
へ
お
持
ち
下
さ
い
。

尚
、正
解
者
の
中
か
ら
抽
選
で

一
五
〇
名
の
方
に
賞
品
を
差
し
上

げ
ま
す
。



高 幡 不 動 尊 令和元年6月1日（10）第107号

大
写
経
会
（
4/27
）

日
野
市
　
金
子
つ
る
子

雨
上
り
の
新
緑
の
中
、
と
て
も

す
が
す
が
し
い
気
持
ち
で
写
経
が

出
来
ま
し
た
。
今
回
は
娘
が
参
加

し
た
い
と
の
事
、
私
自
身
と
て
も

嬉
し
く
思
い
、
す
ぐ
に
申
し
込
み

ま
し
た
。東

村
山
市
　
清
水
　
美
香

昨
年
に
引
き
続
き
二
回
目
の
参

加
と
な
り
ま
し
た
。
入
院
中
の
兄

が
い
た
た
め
、
母
は
少
し
渋
っ
て

の
参
加
で
し
た
が
、
良
く
な
る
よ

う
祈
願
の
た
め
に
行
こ
う
よ
と
誘

い
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら
写
経
会

を
む
か
え
る
前
に
他
界
し
て
し
ま

い
供
養
の
写
経
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。

今
年
は
色
ん
な
事
が
多
く
起
っ

た
四
月
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た

が
「
今
生
き
て
い
る
家
族
み
ん
な

が
健
康
で
あ
る
よ
う
に
」
と
願
い

を
込
め
て
今
日
一
日
を
過
ご
せ
て

良
か
っ
た
で
す
。

武
蔵
村
山
市
　
都
筑
　
菊
枝

転
ん
だ
こ
と
に
よ
り
病
院
通
い

を
し
て
い
る
私
で
す
。
主
人
か
ら

無
理
を
し
な
い
よ
う
に
と
言
わ
れ

ま
し
た
が
「
高
幡
不
動
尊
に
絶
対

行
き
た
い
」
と
の
思
い
が
強
く
、

参
加
し
ま
し
た
。

参
加
出
来
た
こ
と
、
良
か
っ
た

と
思
っ
て
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

世
田
谷
区
　
関
屋
　
吏
香

自
分
で
墨
を
す
り
、
写
経
を
し

そ
の
あ
と
護
摩
修
行
で
写
経
を
納

め
て
い
た
だ
け
る
…
…
。
こ
の
流

れ
が
す
ば
ら
し
い
で
す
。
祓
わ
れ
、

願
い
が
叶
い
そ
う
。

貴
重
な
機
会
を
つ
く
っ
て
い
た

だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

「
こ
と
ば
と
身
体
」

淨
福
寺
ご
住
職

廣
澤
隆
之
先
生
法
話
（
4/27
）

八
王
子
市
　
川
久
保
慶
子

廣
澤
先
生
の
生
の
ご
講
義
を
お

稚
児
行
列
（
4/28
）

多
摩
市
　
茂
呂
　
朋
英

息
子
は
安
産
祈
願
の
際
か
ら
お

世
話
に
な
り
、
今
年
七
才
で
お
稚

児
さ
ん
に
な
り
ま
し
た
。
本
人
も

着
物
を
着
て
、
特
別
な
行
事
に
参

加
で
き
た
こ
と
を
喜
ん
で
お
り
ま

し
た
。

立
川
市
　
坂
東
　
　
尚

初
め
て
お
稚
児
さ
ん
に
参
加
し

ま
し
た
。
途
中
「
疲
れ
た
」
と
言

わ
れ
ま
し
た
が
、
終
っ
て
「
楽
し

か
っ
た
!!
」
と
言
っ
て
ま
し
た
。

府
中
市
　
矢
野
　
　
凛

参
列
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
大

変
光
栄
に
思
い
ま
す
。
子
供
が
し

っ
か
り
と
し
た
姿
で
立
っ
て
い
る

の
を
見
て
、
子
供
の
成
長
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
お
不
動

様
の
も
と
、
こ
れ
か
ら
も
元
気
に

健
や
か
に
育
っ
て
く
れ
る
こ
と
を

願
っ
て
い
ま
す
。

日
野
市
　
森
田
ま
ゆ
か

や
っ
と
参
加
さ
せ
て
頂
け
ま
し

た
。
良
い
天
気
で
冠
が
キ
ラ
キ
ラ

し
て
い
て
綺
麗
で
し
た
。

調
布
市
　
波
谷
　
碧
士

初
め
て
の
お
化
粧
に
戸
惑
い
も

見
ら
れ
ま
し
た
が
、
着
付
け
を
し

て
も
ら
っ
て
嬉
し
そ
う
で
し
た
。

め
っ
た
に
出
来
な
い
体
験
を
さ
せ

て
頂
き
、
と
て
も
良
か
っ
た
で
す
。

子
供
の
成
長
を
感
じ
ま
し
た
。

藤
沢
市
　
安
野
　
花
奏

良
い
お
天
気
の
中
、
大
勢
の
方

に
見
守
ら
れ
、
と
て
も
良
い
経
験

が
で
き
ま
し
た
。
お
綱
持
ち
と
い

う
大
役
を
や
ら
せ
て
頂
き
感
謝
で

す
。柳

家
三
三
師
匠
落
語
会

江
戸
家
小
猫
師
匠
動
物
も
の
ま
ね

（
4/28
）

世
田
谷
区
　
荒
井
　
光
子

小
猫
さ
ん
は
、
お
じ
い
様
、
お

父
様
か
ら
の
フ
ァ
ン
で
す
。
さ
す

が
江
戸
家
さ
ん
、
と
て
も
面
白
か

っ
た
で
す
。
歯
切
れ
が
良
く
て
素

敵
で
し
た
。

柳
家
三
三
師
匠
の
落
語
は
大
好

き
で
す
。
最
近
寄
席
に
行
く
機
会

が
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
今
度
是

聞
き
し
た
い
と
ズ
ー
ッ
と
思
っ
て

お
り
ま
し
た
。
楽
し
く
お
聞
き
す

る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
今
日
の

お
話
し
を
大
切
に
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

八
王
子
市
　
樋
口
た
い
子

廣
澤
先
生
の
お
話
は
わ
か
り
や

す
く
、
こ
れ
か
ら
の
生
活
に
生
か

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

お
経
自
身
が
お
ま
じ
な
い
で
あ
る
。

仏
様
の
存
在
を
信
じ
て
般
若
心
経

を
唱
え
る
。
本
物
の
言
葉
に
出
会

わ
せ
て
い
た
だ
き
、
更
に
日
々
精

進
し
た
い
と
強
く
思
い
ま
し
た
。

町
田
市
　
松
田
美
智
子

最
近
、
悩
み
が
深
く
、
こ
の
法

話
を
聞
き
に
来
ま
し
た
。

「
自
分
が
」「
自
分
が
」
と
考
え

す
ぎ
て
い
た
の
か
と
思
わ
さ
れ
ま

し
た
。
笑
い
も
あ
り
、
楽
し
く
勉

強
に
な
る
法
話
で
し
た
。

国
立
市
　
松
浦
　
　
悟

信
仰
の
大
切
さ
を
自
ら
の
病
気

を
通
じ
て
教
え
て
い
た
だ
き
感
謝

し
ま
す
。
毎
朝
の
取
組
み
、
参
考

に
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

相
模
原
市
　
大
鹿
　
初
枝

ご
縁
で
ご
法
話
を
聞
く
こ
と
が

出
来
、
感
謝
で
す
。
ど
ん
な
時
に

で
も
「
大
き
な
も
の
」
に
包
ま
れ

て
い
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に

歩
み
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

春
季
大
祭
国
宝
ま
つ
り
に
参
加
し
て

柳家三三師匠

廣澤隆之先生
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非
行
っ
て
み
た
い
で
す
。

八
王
子
市
　
飯
島
　
浩
子

江
戸
家
小
猫
さ
ん
は
、
動
物
の

も
の
ま
ね
だ
け
で
沸
か
せ
て
芸
達

者
で
し
た
。日

野
市
　

倉
　
範
光

毎
年
楽
し
ま
せ
て
も
ら
っ
て
ま

す
。
今
年
は
例
年
以
上
の
盛
り
あ

が
り
の
よ
う
で
何
よ
り
で
す
。

立
ち
見
で
し
た
が
充
分
に
楽
し

め
ま
し
た
。品

川
区
　
文
　
　
宏
充

百
年
続
く
江
戸
家
の
伝
統
芸

「
ウ
グ
イ
ス
の
鳴
き
ま
ね
」
を
聞

き
た
く
友
人
ら
と
や
っ
て
来
ま
し

た
。
三
代
目
、
四
代
目
猫
八
さ
ん

に
負
け
ず
劣
ら
ず
素
晴
し
か
っ
た

で
す
。
ウ
グ
イ
ス
以
外
の
動
物
も

の
ま
ね
も
本
物
そ
っ
く
り
で
最
高

で
し
た
。

五
重
塔
仏
伝
彫
刻
拝
観
（
4/28
）

日
野
市
　
飯
嶋
　
裕
子

年
に
一
度
の
貴
重
な
体
験
を
さ

せ
て
頂
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

階
段
の
壁
の
彫
刻
も
素
敵
で
し

た
。
上
か
ら
の
眺
め
も
良
か
っ
た

で
す
。
天
気
に
も
恵
ま
れ
ま
し
た
。

ま
た
来
た
い
で
す
。

府
中
市
　
菅
野
　
　
恵

春
の
大
祭
日
に
五
重
塔
の
頂
上

に
登
ら
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

初
め
て
の
事
で
大
変
感
動
致
し

ま
し
た
。
昨
年
、
一
昨
年
と
実
家

の
親
戚
に
不
幸
が
有
り
お
参
り
出

来
ず
、
二
年
越
し
の
想
い
で
し
た

の
で
、
と
て
も
嬉
し
く
感
動
致
し

ま
し
た
。
お
天
気
も
と
て
も
良
く

大
変
感
謝
致
し
て
お
り
ま
す
。
残

念
な
が
ら
主
人
が
い
っ
し
ょ
に
来

る
事
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

こ
の
感
動
を
伝
え
ま
す
。

品
川
区
　
後
潟
汰
永
子

初
め
て
お
参
り
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
。
五
重
塔
は
心
の
中
で
日
頃

の
悪
い
事
や
良
い
事
な
ど
を
考
え

な
が
ら
登
る
事
が
出
来
、
下
に
降

り
た
時
は
気
持
ち
が
さ
わ
や
か
に

な
り
ま
し
た
。

府
中
市
　
白
石
　
洋
子

最
上
階
に
登
る
こ
と
だ
出
来
て

と
て
も
良
か
っ
た
で
す
。
日
光
白

根
山
、
赤
城
山
が
見
れ
て
良
か
っ

た
で
す
。

千
体
地
蔵
尊
総
回
向
法
要
（
4/29
）

相
模
原
市
　
竹
越
　
フ
サ

昭
和
三
十
年
代
か
ら
平
成
最
後

の
今
日
ま
で
、
元
日
に
は
大
護
摩

を
お
願
い
し
、
主
人
が
亡
く
な
っ

た
平
成
十
一
年
か
ら
は
千
体
供
養

に
参
加
さ
せ
て
頂
い
て
居
り
ま
す
。

年
令
と
共
に
お
不
動
様
に
は
遠
の

い
て
居
り
ま
す
が
、
な
る
べ
く
足

を
運
び
た
い
と
願
っ
て
居
り
ま
す
。

八
王
子
市
　
山
口
真
佐
子

い
つ
も
（
平
日
）
は
仕
事
が
あ

り
、
お
参
り
が
叶
わ
な
い
事
も
多

い
の
で
す
が
、
本
日
ご
先
祖
様
の

ご
供
養
を
し
て
い
た
だ
き
心
か
ら

感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
毎
回
大
変

清
々
し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

日
野
市
　
阪
口
喜
美
子

千
体
地
蔵
に
囲
ま
れ
て
友
人
を

待
つ
の
は
心
が
落
ち
つ
き
ま
す
。

久
し
ぶ
り
の
出
会
い
に
、
こ
れ
も

仏
様
の
お
見
守
り
と
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。
お
不
動
様
の
も
と
元
気

で
余
生
を
送
り
た
く
、
ど
う
ぞ
宜

し
く
お
導
き
下
さ
い
。

奉
納
神
輿
練
り
（
4/29
）

子
供
み
こ
し

村
田
い
お
り

お
み
こ
し
は
重
か
っ
た
け
ど
楽

し
か
っ
た
。

子
供
み
こ
し

上
野
　
愛
里

今
日
は
暑
す
ぎ
ず
良
い
天
気
で

楽
し
か
っ
た
で
す
。
チ
ョ
コ
レ
ー

ト
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

お
い
し
か
っ
た
で
す
。

子
供
み
こ
し

中
村
　
柊
矢

大
き
な
か
け
声
を
言
え
て
良
か

っ
た
で
す
。

子
供
み
こ
し

さ
い
と
う
り
ん

お
み
こ
し
は
お
も
か
っ
た
け
ど

た
の
し
か
っ
た
で
す

子
供
み
こ
し

中
村
　
充
花

大
き
な
こ
え
を
出
し
て
つ
か
れ

た
け
ど
、
た
の
し
か
っ
た
で
す
。

東
京
都
立
大
学
名
誉
教
授

峰
岸
純
夫
先
生
講
演
（
4/29
）

八
王
子
市
　
西
尾
　

忠
　

大
変
興
味
深
い
お
話
を
し
て
い

た
だ
い
て
面
白
く
拝
聴
い
た
し
ま

し
た
。
先
生
の
お
人
柄
か
ら
来
る

話
術
も
巧
み
で
飽
き
る
こ
と
な
く

楽
し
み
ま
し
た
。

日
野
市
　
酒
井
菜
穂
子

峰
岸
先
生
の
お
話
し
は
素
人
に

も
わ
か
り
や
す
く
、
楽
し
く
郷
土

史
を
知
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

当
地
に
数
年
前
に
転
居
し
て
来
た

為
、
全
く
地
域
の
知
識
が
な
い
為

こ
の
講
演
で
初
め
て
知
っ
た
こ
と

ば
か
り
で
す
。
是
非
、
今
後
も
続

け
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

日
野
市
　
安
藤
　
恒
美

高
幡
不
動
尊
の
誕
生
に
つ
い
て

ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て
詳
細
に
話
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
時
間
の
経

過
が
早
く
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

府
中
市
　
佐
藤
　
優
磨

こ
ん
な
素
晴
し
い
歴
史
が
あ
っ

た
ん
だ
な
と
、
と
て
も
び
っ
く
り

し
ま
し
た
。
僕
は
ま
だ
中
学
一
年

で
す
が
、
こ
の
様
な
機
会
を
作
っ

て
下
さ
っ
て
と
て
も
勉
強
に
な
り

ま
し
た
。八

王
子
市
　
平
　
　
将
人

毎
年
こ
の
講
演
会
を
楽
し
み
に

し
て
い
ま
す
。
内
容
も
高
幡
不
動

に
関
す
る
も
の
が
多
く
、
色
々
学

ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

講
演
の
後
の
質
問
タ
イ
ム
で
、

よ
く
前
貫
主
様
と
議
論
が
始
ま
っ

た
の
も
良
い
思
い
出
で
す
。

江戸家小猫師匠

峰岸純夫先生
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ひ
の
新
選
組
ま
つ
り

土
方
歳
三
の
命
日
（
五
月
十
一
日
）
に
ち
な
み
開
催
さ
れ
る
ひ
の
新

選
組
ま
つ
り
は
、
今
年
二
十
二
回
目
を
迎
え
、
五
月
十
一
・
十
二
日
の

両
日
盛
大
に
と
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

十
一
日
は
新
選
組
隊
士
総
回
向
法
要
、
隊
士
コ
ン
テ
ス
ト
が
五
重
塔

塔
院
大
ホ
ー
ル
に
て
行
わ
れ
、
十
二
日
は
大
日
堂
前
で
出
陣
式
、
歳
三

像
前
に
て
ミ
ス
タ
ー
土
方
か
ら
の
献
花
、
参
道
に
て
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

の
後
、
旧
甲
州
街
道
で
の
大
パ
レ
ー
ド
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

今
年
は
土
方
歳
三
没
後
一
五
〇
年
と
い
う
こ
と
で
隊
士
コ
ン
テ
ス
ト

修
了
後
に
前
夜
祭
が
催
さ
れ
、
例
年
以
上
の
盛
り
あ
が
り
を
み
せ
ま
し

た
。

今年のミスター土方

たかはた北保育園のパフォーマンス 「エイ　エイ　オー！」出陣式

隊士コンテスト　出演の皆さん 志道塾の演武



令和元年6月1日 高 幡 不 動 尊（13） 第107号

お
り
ま
す
。

二
人
目
は
、
佐
竹
智
照
君
で
す
。

出
身
は
、
栃
木
県
で
大
正
大
学
卒

業
後
、
専
修
学
院
に
入
学
し
、
当

山
に
入
寺
い
た
し
ま
し
た
。
趣
味

は
、
野
球
と
の
こ
と
で
す
。
佐
竹

君
は
、
当
山
で
学
生
ア
ル
バ
イ
ト

の
経
験
が
あ
り
、
即
戦
力
と
い
っ

た
と
こ
ろ
で
、
率
先
し
て
法
務
に

従
事
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

三
人
目
は
、
五
十
嵐
慈
恩
君
で

す
。
出
身
は
、
東
京
都
で
専
修
学

院
卒
業
後
、
当
山
に
入
寺
し
ま
し

た
。
趣
味
は
、
カ
ラ
オ
ケ
と
い
う

こ
と
で
、
読
経
や
声
明
に
も
期
待

し
て
お
り
ま
す
。
更
に
、
僧
侶
に

な
る
前
は
、
シ
ス
テ
ム
エ
ン
ジ
ニ

ア
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
当
山

の
広
報
活
動
に
も
役
立
て
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

四
人
目
は
、
森
口
光
洞
君
で
す
。

出
身
は
福
岡
県
で
専
修
学
院
卒
業

後
、
当
山
に
入
寺
し
ま
し
た
。
趣

味
は
、
食
べ
る
事
と
の
こ
と
で
す
。

四
人
の
中
で
一
番
若
い
と
い
う
こ

と
で
、
よ
く
食
べ
て
元
気
に
法
務

に
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
。

四
人
の
新
し
い
風
が
山
内
に
流

れ
て
お
り
ま
す
。
み
ん
な
、
自
覚

聲
明
と
ジ
ャ
ズ
の
ゆ
う
べ
（
3/15
）

三
月
十
五
日
、
東
日
本
大
震
災

復
興
支
援
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
ラ
イ
ブ

「
聲
明
と
ジ
ャ
ズ
の
ゆ
う
べ
」
が

「
忘
れ
な
い
・
和
・
明
日
へ
の
祈

り
」
を
公
演
テ
ー
マ
に
、
日
野
市

民
会
館
大
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
昨
年
に
引
き
続
き
本
年
も
、

当
山
職
員
と
有
志
の
青
年
僧
侶
が

声
明
を
、Super

R
ed

B
and

の

メ
ン
バ
ー
が
ジ
ャ
ズ
を
担
当
し
ま

し
た
。

当
日
は
一
、
〇
〇
〇
名
を
越
す

来
場
者
が
あ
り
、
会
場
に
設
置
さ

れ
た
募
金
箱
に
は
四
十
万
円
余
り

が
集
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
義
援
金

は
石
巻
市
の
こ
ど
も
達
の
音
楽
活

動
に
、
と
の
思
い
で
集
め
ら
れ
た

も
の
で
、
東
日
本
大
震
災
で
被
災

し
た
石
巻
市
の
文
化
セ
ン
タ
ー
・

市
民
会
館
に
か
わ
る
文
化
ホ
ー
ル

の
建
設
資
金
と
し
て
役
立
て
ら
れ

ま
す
。
　
　
　
　
　
（
直
井
記
）

花
ま
つ
り
法
要

今
年
も
甘
茶
接
待
が
四
月
四
日

か
ら
八
日
ま
で
五
日
間
行
わ
れ
、

毎
日
多
勢
の
方
で
賑
わ
い
ま
し
た
。

花
ま
つ
り
法
要
は
、
八
日
午
前

十
一
時
か
ら
不
動
堂
正
面
の
花
御

堂
前
に
て
灌
仏
会
の
読
経
、
続
い

て
の
遍
照
講
の
皆
様
の
ご
詠
歌
奉

詠
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

当
日
は
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
多

く
の
方
が
お
釈
迦
様
に
甘
茶
を
灌

ぎ
お
参
り
を
な
さ
い
ま
し
た
。

（
清
水
順
記
）

奥
殿
燻
蒸
作
業

四
月
八
日
〜
十
九
日
ま
で
奥
殿

の
燻
蒸
作
業
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

業
務
は
㈱
環
境
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
が
担
当
し
、
奥
殿
の
展
示

室
・
収
蔵
庫
・
倉
庫
等
全
室
を
燻

蒸
、
準
備
か
ら
安
全
確
認
ま
で
十

二
日
間
の
日
程
で
し
た
。

奥
殿
に
は
重
要
文
化
財
の
丈
六

不
動
三
尊
を
は
じ
め
と
し
、
古
文

書
を
含
む
二
万
点
近
い
文
化
財
が

収
蔵
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
先

人
に
よ
っ
て
守
り
受
け
継
が
れ
て

き
た
貴
重
な
文
化
財
を
虫
害
や
カ

ビ
の
被
害
か
ら
防
ぎ
、
後
世
に
残

す
大
事
な
作
業
と
な
り
ま
し
た
。

ニ
ュ
ー
フ
ェ
イ
ス
紹
介

今
春
新
た
に
四
人
の
若
い
僧
侶

が
当
山
に
入
寺
し
ま
し
た
の
で
、

ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

一
人
目
は
、
松
本
盛
仁
君
で
す
。

出
身
は
、
長
崎
県
で
、
総
本
山
智

積
院
専
修
学
院
の
修
行
を
終
了
し
、

大
正
大
学
に
入
学
、
卒
業
後
、
当

山
に
入
寺
し
ま
し
た
。
趣
味
は
、

サ
ッ
カ
ー
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、

大
変
機
敏
に
法
務
に
取
り
組
ん
で

聲明とジャズの共演

誕生仏のご開帳

森口光洞です

を
持
っ
て
頑
張
っ
て
く
れ
る
と
の

こ
と
で
す
の
で
今
後
の
活
躍
を
ご

期
待
く
だ
さ
い
。
　
（
手
塚
記
）

五十嵐慈恩です 佐竹智照です 松本盛仁です
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「
世
間
体
」
や
「
世
間
話
」、
ま

た
「
世
間
知
ら
ず
」
や
「
世
間
は

広
い
よ
う
で
狭
い
」
な
ど
、
世
間

の
語
を
用
い
た
慣
用
句
は
数
多
く

あ
り
ま
す
。
一
般
に
世
間
と
は
、

世
の
中
、
身
の
回
り
の
人
々
や
こ

の
社
会
を
指
す
言
葉
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
ま
す
。

な
に
げ
な
く
つ
か
っ
て
い
る
仏
教
の
こ
と
ば
│
世
間
（
せ
け
ん
）

仏
教
で
は
、
世
間
は
出
世
間
と

対
と
な
る
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て

い
ま
す
。
す
な
わ
ち
世
間
と
は
、

迷
い
や
煩
悩
に
満
ち
た
こ
の
俗
世

界
の
こ
と
を
い
い
、
こ
れ
に
対
し

て
出
世
間
と
は
、
こ
の
俗
世
間
を

越
え
て
出
た
、
煩
悩
を
絶
ち
、
さ

と
り
に
到
っ
た
仏
や
菩
薩
の
境
地

の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

世
間
の
語
を
用
い
た
慣
用
句
の

多
さ
は
、
わ
た
し
た
ち
が
い
か

に
、
世
間
の
し
が
ら
み
に
と
ら
わ

れ
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
の

証
し
と
も
い
え
ま
す
。

（
小
林
靖
典
）

た
摩ま

耶や

夫ぶ

人に
ん

が
実
家
で
の
出
産
を

望
み
、
そ
の
道
中
、
休
息
の
た
め

に
立
ち
寄
っ
た
の
が
ル
ン
ビ
ニ
ー

の
園
で
し
た
。
園
で
は
さ
ま
ざ
ま

な
花
が
咲
き
乱
れ
て
お
り
、
中
で

も
一
本
の
大
樹
に
咲
く
花
に
目
が

と
ま
り
、
そ
の
花
の
枝
に
摩
耶
夫

人
が
右
手
を
差
し
伸
べ
た
時
、
そ

の
右
脇
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
お
釈

迦
さ
ま
で
あ
り
、
そ
の
時
の
大
樹

が
「
無
憂
樹
」
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

名
は
ア
シ
ョ
カ
樹
と
い
い
、「
ア
」

は
〈
無
・
不
〉
な
ど
の
否
定
辞
を
、

「
シ
ョ
カ
」
は
〈
憂
い
・
悲
し
み
〉
の

こ
と
を
い
い
、
合

わ
せ
て
〈
憂
い
や

悲
し
み
の
無
い
〉

樹
と
い
う
意
味
に

な
り
、
そ
れ
ゆ
え
、

無
憂
樹
と
漢
訳
さ

れ
て
い
ま
す
。

大
地
に
生
ま
れ

立
っ
た
お
釈
迦
さ
ま
は
、
そ
の
後
、

七
歩
あ
ゆ
ん
で
右
手
に
て
天
を
指

し
、
左
手
に
て
地
を
指
し
て
「
天て

ん

上
天
下

じ
ょ
う
て
ん
げ

、
唯
だ
我
の
み
尊

た
っ
と

き
為た

り
、

要
か
な
ら

ず
衆
生

し
�
じ
ょ
う

の
生
老
病
死
を
度ど

せ
ん
」

（『
長
阿
含
経
』）
と
、
衆
生
済
度

し
�
じ
ょ
う
さ
い
ど

の

お
誓
い
を
立
て
ら
れ
、
天
の
神
々

は
温
い
水
と
冷
た
い
水
と
、
花
や

お
香
を
降
ら
せ
て
祝
福
し
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
お
釈
迦

さ
ま
の
ご
生
誕
の
慶
事
を
祝
う
の

が
四
月
八
日
の
花
ま
つ
り
な
の
で

す
。

（
次
号
に
つ
づ
く
）

お
不
動
さ
ま
教
え
て
？

ご
質
問

わ
た
し
は
各
地
の
寺
院

に
お
参
り
を
し
、
境
内
の
木
や
草

花
を
観
賞
す
る
の
が
好
き
で
す
。

境
内
の
木
や
草
花
の
中
に
は
、
何

か
仏
教
と
関
係
が
あ
る
と
思
う
の

で
す
が
、
何
も
知
り
ま
せ
ん
。
そ

こ
で
仏
教
と
関
係
が
あ
る
植
物
に

つ
い
て
、
是
非
、
知
り
た
い
と
思

い
ま
す
。
ど
う
か
お
不
動
さ
ま
教

え
て
く
だ
さ
い
。

お
答
え

は
い
、

お
答
え
し
ま
す
。

た
し
か
に
各

地
の
寺
院
に
は
、

ご
住
職
や
先
人

が
思
い
思
い
に

植
え
ら
れ
た
木

や
草
花
が
あ
り
、
季
節
毎
に
わ
た

し
た
ち
の
目
を
楽
し
ま
せ
、
ま
た

安
ら
ぎ
を
与
え
て
い
ま
す
。
そ
こ

で
仏
教
、
す
な
わ
ち
お
釈
迦
さ
ま

と
関
係
が
深
い
樹
木
に
つ
い
て
、

見
て
い
く
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

お
釈
迦
さ
ま
の
御
生
涯
と
特
に

ゆ
か
り
の
あ
る
木
は
、
無
憂
樹（
む

ゆ
う
じ
�
）、
菩
提
樹
（
ぼ
だ
い

じ
�
）
、
沙
羅
樹
（
さ
ら
じ
�
）

が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
総
称
し
て
三

大
聖
樹
ま
た
は
三
大
霊
樹
と
呼
ん

で
い
ま
す
。

ま
ず
無
憂
樹
は
、
臨
月
を
迎
え

ご生誕のレリーフ

高
幡
い
き
も
の
曼
荼
羅

⑦

高
幡
不
動
尊
の
境
内
は
自
然
が
豊
か
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
歴
史
の
あ
る
お
寺
で
す
の
で
、
参
詣

の
方
も
大
勢
い
ら
っ
し
や
い
ま
す
。
全
く
手
つ
か
ず
の
自
然
の
状
態
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
は
何
故
高
幡
不

動
尊
の
境
内
に
は
か
く
も
沢
山
の
生
き
物
達
が
住
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
人
が
関
わ
る
こ
と
に

よ
る
「
共
生
」
と
い
う
状
況
が
、
生
じ
て
い
る
た
め
だ
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
ツ
バ
メ
は
人
家
の
軒
先
な
ど
に
営
巣
し
、
人
の
出
入
り
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
し
た
た
か

に
外
敵
か
ら
身
を
守
っ
て
い
ま
す
。
世

代
交
代
す
る
中
で
営
々
と
受
け
継
が
れ

て
い
く
繁
栄
の
た
め
の
知
恵
な
の
で
す
。

人
も
ま
た
里
山
と
い
う
環
境
を
創
り
出

す
こ
と
で
、
い
ろ
ん
な
生
き
物
と
共
存

し
、
生
活
に
も
取
り
入
れ
て
き
ま
し
た
。

つ
ま
り
程
よ
く
手
入
れ
さ
れ
た
高
幡
不

動
尊
の
境
内
は
、
昔
な
が
ら
の
里
山
の

状
態
が
、
信
仰
の
地
で
あ
る
が
故
に
幸
い
に
も
残

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

生
き
物
は
存
外
に
強
い
生
命
力
を
秘
め
て
い
ま

す
。
ふ
と
周
り
を
見
渡
し
て
、
そ
ん
な
生
き
物
の

姿
を
探
し
て
み
る
の
も
楽
し
い
も
の
で
す
。

巣作りをするツバメ
（大回廊にて）

アブラゼミの羽化
（昨年8月）

サワガニ（大日堂脇）
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所
沢
市
　
関
　
　
康
伸

日
頃
は
大
変
お
世
話
に
な
り
ま

し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

山
報
も
毎
回
あ
り
が
た
く
拝
読

さ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。
山
報

に
は
写
真
も
多
く
、
ま
る
で
参
拝

さ
せ
て
頂
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

貫
主
さ
ま
の
尊
い
お
話
、
廣
澤
先

生
の
深
い
お
心
、
仏
教
の
教
え
、

等
々
あ
り
ま
す
が
、
最
近
は
「
高

幡
い
き
も
の
曼
荼
羅
」
が
勉
強
に

し
前
に
進
む
勇
気
を
く
れ
る
大
切

な
場
所
で
す
。

ミ
ス
タ
ー
近
藤

練
馬
区
　
下
地
　
杏
莉

新
選
組
ま
つ
り
で
し
か
会
え
な

い
友
人
が
い
ま
す
。
そ
し
て
今
で

は
か
け
が
え
の
な
い
友
人
も
い
ま

す
。
そ
ん
な
素
敵
な
出
会
い
が
あ

る
の
が
新
選
組
ま
つ
り
で
す
。
隊

士
と
し
て
参
加
し
て
も
、
沿
道
か

ら
参
加
し
て
も
、
笑
顔
に
な
れ
る

素
晴
し
い
お
ま
つ
り
で
す
。

な
り
ま
す
。
今
後
も
よ
ろ
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

第
二
十
二
回

ひ
の
新
選
組
ま
つ
り

ミ
ス
タ
ー
土
方

大
阪
府
　
三
宅
　
一
美

高
幡
不
動
尊
に
お
参
り
さ
せ
て

い
た
だ
く
時
、
優
し
い
風
が
背
を

押
し
て
く
れ
ま
す
。
お
不
動
様
か

ら
の
エ
ー
ル
の
よ
う
に
。
手
を
合

わ
せ
心
を
落
ち
つ
か
せ
、
お
不
動

様
に
心
願
を
お
伝
え
し
、
己
を
律

す
る
。
私
の
気
持
ち
を
リ
セ
ッ
ト

編
集
室
だ
よ
り
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皆
様
か
ら
の
お
便
り

山
報
第
107
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

紫
陽
花
の
季
節
に
な
り
、
境
内
に

250
種
余
り
の
花
が
次
々
に
咲
い
て

い
ま
す
。
ま
た
、
宝
輪
閣
・
事
務

局
前
に
は
、
鉢
植
・
切
花
等
の
展

示
も
行
な
っ
て
い
ま
す
の
で
お
楽

し
み
く
だ
さ
い
。

今
号
は
、
春
季
大
祭
の
諸
報
告
、

第
36
回
あ
じ
さ
い
ま
つ
り
、
夏
の
行

事
案
内
を
中
心
に
編
集
し
ま
し
た
。

ご
朱
印
を
受
け
ら
れ
る
皆
様
も

紫
陽
花
見
物
し
乍
ら
、
ゆ
っ
く
り

諸
堂
を
お
参
り
し
て
み
て
は
い
か

が
で
し
ょ
う
か
。

奥
殿
拝
観
（
月
曜
休
館
）

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
。

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

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
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