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昌子寺庭の山務日誌より 

        

 

全
て
の
力
を
鬼
子
母
尊
神
に
委
ね
、
真
摯
に
ひ

た
む
き
に
、
清
浄
に
清
浄
に
と
寒
水
を
被
り
続
け

た
姿
は
輝
き
を
増
し
、
大
き
な
力
を
伝
え
て
い
た
。

帰
山
奉
告
す
る
洋
明
さ
ん
に
、
宗
祖
の
お
弟
子
と

し
て
の
上
人
を
み
た
の
で
あ
る
。 

 
 
 
 

＊ 

百
日
の
修
行
か
ら
苦
修
練
行
（
ど
ん
な
苦
し
み

や
困
難
に
も
立
ち
向
か
う
力
を
つ
け
る
）
だ
け
で

な
く
、
余
分
な
も
の
一
切
を
剥
ぎ
落
と
し
浄
化
し

続
け
た
祈
り
の
力
が
伝
わ
っ
た
。
そ
れ
は
大
き
な

力
で
あ
っ
た
。
素
直
に
「
頼
れ
る
人
、
頼
れ
る
場

所
、
頼
れ
る
大
黒
柱 

頼
れ
る
お
題
目
」
を
も
つ

こ
と
の
幸
せ
を
思
っ
た
。
そ
れ
は
勿
論
、
私
だ
け

の
も
の
で
な
く
、
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
の
も
の
で
も

あ
る
。
ご
先
祖
さ
ま
か
ら
受
継
い
だ
お
題
目
と
い

う
大
黒
柱
を
持
つ
檀
家
と
し
て
の
幸
せ
を
素
直
に

思
っ
た
。 

こ
れ
も
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
が
洋
明
さ
ん
を
育
て

て
く
れ
た
か
ら
と
改
め
て
思
う
。
自
分
の
進
む
道

を
悩
ん
で
い
た
高
校
生
の
時
、
お
会
式
準
備
で
竈

の
火
を
焚
く
ハ
ラ
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
言
葉
に
推

さ
れ
る
も
の
あ
っ
て
決
心
。
今
ま
で
も
事
あ
る
毎

に
皆
さ
ん
が
応
援
し
て
く
れ
た
。
今
回
の
荒
行
に

も
ど
れ
だ
け
多
く
の
皆
さ
ん
が
祈
り
励
ま
し
、
自

分
の
こ
と
の
様
に
支
援
し
て
く
れ
た
こ
と
か
。
皆

さ
ん
が
、
朝
な
夕
な
に
無
事
を
祈
っ
て
く
れ
た
、

そ
の
力
が
集
ま
っ
て
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
り
、

洋
明
さ
ん
に
感
応
し
苦
し
く
大
変
な
修
行
を
成
し

遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
本
当
に
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 
 
 

＊ 

私
た
ち
は
帰
山
式
で
輝
く
頼
も
し
い
お
上
人
を

み
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
人
間
は
弱
い
も
の

で
あ
る
、
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
。
皆
さ
ん
の
生
活

の
中
で
役
立
つ
法
華
経
、

お
題
目
と
な
る
よ
う
、
ま

た
人
と
な
る
よ
う
新
た

な
歩
み
が
始
ま
り
ま
す
。

皆
さ
ま
の
ご
支
援
、
ご
鞭

撻
が
必
要
と
な
り
ま
す
、

こ
れ
か
ら
も
宜
し
く
お

願
い
致
し
ま
す
。
そ
し
て

共
に
歩
ん
で
い
き
ま
し

ょ
う
。 

 
 

日
洋 

洋
明
さ
ん
の
百
日
間
の
修
行
中

は
、
会
う
方
、
会
う
方
が
「
ひ
た
す

ら
無
事
を
祈
っ
て
い
ま
す
」
と
声
を

掛
け
て
下
さ
い
ま
し
た
。
か
け
が
い

の
な
い
そ
の
方
々
の
御
心
に
感
謝

し
な
が
ら
、
私
は
こ
の
方
々
に
「
幸

あ
れ
」
と
祈
っ
た
も
の
で
す
。
こ
の

百
日
間
は
私
自
身
に
も
大
き
な
教

え
を
も
た
ら
し
て
く
れ
ま
し
た
。 

 
 
 

＊ 

思
い
返
せ
ば
、
一
日
に
何
度
も
時

計
を
見
る
自
分
で
し
た
。 

今
、
夜
十
一
時
の
水
行
が
始
ま
っ

て
い
る
…
…
。
夜
半
、
風
の
音
に
目
覚

め
、
も
う
三
時
の
水
行
が
始
ま
っ
て
い
る
…
…
。

雪
の
夜
は
外
に
出
て
空
を
仰
ぎ
、
こ
の
寒
さ
の
中

で
の
水
行
は
い
か
ば
か
り
か
等
々
。 

一
日
に
何
度
も
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
も
、

不
思
議
に
何
時
も
よ
り
頑
張
れ
る
自
分
が

居
る
こ
と
に
気
付
い
た
の
で
す
。
雪
の
降
る

日
に
本
堂
の
回
廊
の
雑
巾
が
け
。
凍
え
る
中

で
の
庭
掃
除
。
朝
か
ら
夜
ま
で
無
心
に
働
き
、

何
時
も
よ
り
頑
張
れ
る
自
分
が
居
る
こ
と

に
、
あ
る
日
気
付
い
た
の
で
す
。 

誰
よ
り
も
果
敢
に
激
し
い
修
行
を
重
ね

て
い
る
洋
明
さ
ん
も
、
檀
信
徒
の
方
々
の
祈

帰
山
式
で
も
大
勢
の
皆
さ
ん
の

お
力
を
頂
き
ま
し
た 

―― １ ―― 



 

   

っ
て
く
れ
る
そ
の
御
心
が
支
え
だ
っ
た
と
言
わ
れ

ま
し
た
。 

 
 
 

＊ 

誰
か
が
誰
か
を
思
う
時
、
人
は
思
う
こ
と
で
強

く
な
れ
る
。
ま
た
誰
か
に
思
わ
れ
る
時
、
人
は
更

に
も
っ
と
も
っ
と
強
く
な
れ
る
。
そ
う
い
う
教
え

を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
私
に
と
っ
て
も
、
尊
い
百

日
間
で
し
た
。 

私
は
自
分
流
に
「
静
か
な
勇
気
」
と
名
付
け
ま

し
た
が
、
こ
れ
か
ら
生
き
て
い
く
中
で
出
会
う
、

い
ろ
い
ろ
な
苦
難
の
時
も
、
こ
の
「
静
か
な
勇
気
」

を
思
い
返
し
な
が
ら
乗
り
越
え
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。 

    

二
月
九
日
夜
十
一
時
に
出
発
。
雪
の
為
の
交
通

規
制
、
事
故
規
制
が
あ
っ
た
の
で
出
発
を
少
し
早

め
た
が
、
そ
う
し
た
規
制
も
解
除
さ
れ
、
バ
ス
は

深
夜
の
東
名
高
速
を
順
調
に
進
ん
だ
。 

午
前
二
時
中
山
着
。
駐
車
場
か
ら
法
華
経
寺
ま

で
は
か
な
り
の
距
離
で
あ
っ
た
が
、
成
満
旗
を
持

っ
て
深
夜
の
住
宅
街
を
黙
々
と
歩
く
。
境
内
に
着

く
と
既
に
延
々
と
成
満
旗
が
立
ち
、
投
光
機
に
静

か
に
照
ら
さ
れ
て
い
た
。
旗
立
用
の
柵
は
既
に
塞

が
っ
て
い
て
一
つ
も
残
っ
て
い
な
い
。
行
列
し
て

く
る
洋

明
さ
ん

が
気
付

き
易
い

様
に
と
、

大
き
な

桜
の
木

に
成
満

旗
を
括

り
つ
け

終
え
、

瑞
門
ま
で
行
っ
て
み
る
と
丁
度
三
時
の
水
行
が
始

ま
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
の
水
音
を
聞
い
て
、

目
頭
を
押
さ
え
る
人
人
。 

そ
の
後
ひ
と
ま
ず
バ
ス
に
戻
り
ひ
と
休
み
。
五

時
を
過
ぎ
、
い
よ
い
よ
お
迎
え
で
あ
る
。
先
ほ
ど

旗
を
立
て
た
桜
の
木
ま
で
行
く
と
、
周
り
に
沢
山

の
旗
が
立
ち
並
び
、
洋
明
さ
ん
の
旗
が
見
え
に
く

い
。
も
う
手
で
持
っ
て
待
と
う
。
大
洋
、
采
海
の

子
供
た
ち
、
次
男
の
洋
次
も
加
わ
っ
た
。 

六
時
、
い
よ
い
よ
待
ち
に
待
っ
た
瑞
門
が
開
き
、

成
満
で
あ
る
。
遠
く
か
ら
お
題
目
の
声
が
聞
こ
え

始
め
た
。
徐
々
に
近
付
き
、
人
々
の
ざ
わ
め
き
も

大
き
く
な
っ
て
き
た
。
行
列
の
先
頭
が
見
え
始
め
、

法
華
経
寺
の
貫
首
さ
ん
、
伝
師
、
先
輩
僧
と
ゆ
っ

く
り
目
の
前
を
通
っ
て
い
く
。
列
は
進
む
が
、
な

か
な
か
洋
明
さ
ん
が
見
え
て
こ
な
い
。 

「
あ
っ
！

洋
明
さ
ん
！
」
。

洋
明
さ
ん
も
気

づ
き
ほ
ん
の
少

し
立
ち
止
ま
り

合
掌
、
絞
り
出

し
た
声
で
お
礼

の
一
言
。
お
互

い
慶
び
に
満
ち

て
い
た
。 

そ
の
後
、
重

要
文
化
財
の
祖

師
堂
で
成
満
会
、
迫
力
あ
る
読
経
に
感
激
。
十
一

時
頃
バ
ス
に
乗
り
帰
路
に
つ
い
た
。
三
連
休
の
こ

と
も
あ
り
、
東
名
は
混
み
事
故
渋
滞
。
三
島
に
着

い
た
の
は
夕
方
で
あ
っ
た
。
洋
明
さ
ん
は
次
の
日

成
満
旗
を
立
て
開
門
を
待
ち
ま
す 

洋
明
さ
ん
、
お
疲
れ
さ
ま 

行
堂
か
ら
出
て
家
族
と 

や
っ
と
笑
顔
に 

―― ２ ―― 



 

 

に
静
岡
市
で
帰
山
式
が
あ
る
の
で
途
中
下

車
。
遅
い
昼
食
と
な
っ
た
が
、
参
加
の
二
十

人
余
の
皆
さ
ん
と
、
ゆ
っ
く
り
と
温
か
い
も

の
を
食
べ
、
や
っ
と
ホ
ッ
と
で
き
た
の
で
し

た
。
夢
中
な
、
そ
し
て
貴
重
な
一
日
で
し
た
。

皆
さ
ん
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。 

      

洋
明
さ
ん
た
ち
行
僧
一
行
は
、
仮
親
の
山
下
一

護
持
会
長
さ
ん
の
お
宅
に
到
着
。
ご
祈
願
、
先
祖

回
向
し
た
後
、
行
列
を
組
ん
で
お
寺
に
向
か
い
ま

し
た
。
万
灯
講
・
白
龍
会
の
皆
さ
ん
の
鉦
と
太
鼓
、

十
二
日
講
、
蓮
華
の
会
、
檀
信
徒
、
親
族
が
そ
の

後
に
続
き
ま
す
。
平
日
に
も
か
か
わ
ら
ず
沢
山
の

方
々
が
行
列
に
加
わ
っ
て
下
さ
り
、
慶
び
の
大
行

列
と
な
り
ま
し
た
。 

お
寺
に
着
い
た
後
は
水
行
で
す
。
こ
の
日
の
朝

の
冷
え
込
み
は
一
段
と
厳
し
く
、
水
行
桶
の
周
り

に
は
今
年
一
番
の
大
き
な
霜
柱
。
そ
ん
な
中
、
身

心
を
清
浄
に
清
浄
に
と
気
合
を
込
め
て
寒
水
を
被

り
つ
づ
け
ま
す
。
そ
の
清
め
た
心
身
で
読
経
す
る

の
で
す
。
そ
の
経
力
は
こ
の
法
住
寺
の
山
全
体
に

及
び
、
ま
た
ご
祈
願
さ
れ
た
御
札
に
込
め
ら
れ
た

の
で
す
。 

帰
山
式
が
始
ま
り
、
力
強
く
清
浄
な
お
経
が
本

堂
に
満
ち
、
法
楽
加
持
、
帰
山
奉
告
文
と
つ
づ
き

ま
す
。
感
激
し
ま
し
た
と
多
く
の
檀
信
徒
が
興
奮

顔
で
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
立
派
な
お
上
人
の
誕

生
で
し
た
。 

星
野
宗
務
所
長
、
中
野
宗
会
議
員
、
新
谷
修
法

師
会
長
、
本
山
玉
沢
妙
法
華
寺
小
池
貫
首
猊
下
と

来
賓
寺
院
の
祝
辞
を
頂
き
、
住
職
、
洋
明
、
護
持

会
長
の
謝
辞
。
辛
い
事
も
沢
山
あ
っ
た
が
檀
信
徒

の
皆
さ
ん
が
祈
り
励
ま
し
て
下
さ
っ
た
か
ら
、
何

と
か
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
洋
明
か
ら
お

礼
の
言
葉
。
山
下
一
護
持
会
長
さ
ん
か
ら
は
来
賓

参
列
寺
院
へ
の
御
礼
に
続
い
て
、
檀
信
徒
が
良
く

ま
と
ま
っ
て
く
れ
、
今
日
の
帰
山
式
を
行
う
こ
と

が
で
き
た
と
慶
び
と
感
謝
の
言
葉
が
あ
っ
た
。 

そ
の
後
、
特
別
祈
祷
を
受
け
、
何
か
凄
く
ス
ッ

キ
リ
、
と
て
も
身
が
軽
く
な
っ
た
の
で
し
た
。 

出
仕
し
て
下
さ
っ
た
行
僧
さ
ん
方
が
、
行
列
の

凄
さ
と
お
寺
の
奇
麗
さ
、
清
浄
な
雰
囲
気
に
感
心
、

殊
に
熱
心
な
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
に
感
激
し
て
い
ま

し
た
。 

    

（
一
）
災
害
、
福
祉
募
金
、 

そ
れ
ぞ
れ
へ 

昨
年
、
新
潟
県
柏
崎
市
周
辺
で
起
こ
っ
た
「
中

越
沖
地
震
」
で
は
、
沢
山
の
被
害
が
で
ま
し
た
。

柏
崎
は
日
蓮
聖
人
が
佐
渡
か
ら
ご
赦
免
に
な
り
お

帰
り
に
な
っ
た
時
の
着
船
の
霊
跡
地
で
す
。 

そ
の
柏
崎
の
東
城
寺
さ
ん
は
住
職
と
ご
縁
の
あ

る
お
寺
で
す
が
、
山
門
、
本
堂
と
も
に
崩
壊
、
多

大
な
被
害
に
遭
わ
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
本
堂
に
募

金
箱
を
置
い
た
と
こ
ろ
、
一
万
三
千
百
九
十
円
の

お
気
持
ち
を
頂
き
ま
し
た
。
こ
れ
に
住
職
の
気
持

ち
を
加
え
て
郵
送
致
し
ま
し
た
。 

ま
た
社
会
福
祉
募
金
も
お
願
い
し
て
あ
り
ま
し

た
が
、
こ
ち
ら
は
八
千
九
百
円
あ
り
宗
務
所
の
社

玉
沢
の
小
池
貫
首
さ
ま

か
ら
祝
辞 

檀
信
徒
・
護
持
会
か
ら

修
法
用
具
の
贈
呈 

―― ４ ―― 



御
志
納
金
［
一
月
～
二
月
］ 

二
十
万
円 

大
仁 

山
本
芳
子
殿  

尊
父
佐
藤
博
殿
納
骨
砌 

十
万
円  

西  

山
田
邦
光
殿  

両
親
七
回
忌
砌 

教
会
へ
届
け
ま
し
た
。
宗
務
所
で
ま
と
め
、
国
際

救
護
基
金
と
地
元
の
福
祉
施
設
に
お
届
け
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ご
協
力
、
誠
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
救
援
箱
を
置
き

ま
す
の
で
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

（
二
）
こ
れ
か
ら
の
主
な
行
事
予
定 

①
お
寺
の
年
間
行
事 

三
月
二
十
日
（
木
）
午
後
二
時 

春
の
彼
岸
会 

五
月
六
日
（
火
）
午
後
二
時 
花
ま
つ
り 

八
月
三
日
（
日
）
午
後
三
時 

お
盆
施
餓
鬼
会 

八
月
初
旬 

寺
子
屋
［
少
年
、
少
女
、
一
泊
］ 

九
月
六
日
（
土
）
伊
豆
連
合
大
題
目
講 

九
月
二
十
三
日
（
火
）
午
後
二
時 

秋
の
彼
岸
会 

十
月
二
十
六
日
（
日
）
お
会
式 

十
二
月
七
日
（
日
）
中
伊
豆
立
正
会
大
題
目
講 

②
境
内
整
備
作
業 

春
三
月
十
六
日
・
元
村
三
、 

夏
七
月
・
元
村
一
、 

秋
九
月
・
西
、 

暮
十
二
月
・
清
水
一 

（
三
）
花
ま
つ
り 

お
寺
の
登
り
道
に
あ
る
コ
ナ
ラ
の
大
木
、
冬
空
に

堂
々
と
枝
を
伸
ば
し
て
き
ま
し
た
が
、
も
う
細
か

い
芽
を
開
い
て
い
ま
す
。
新
緑
の
淡
い
葉
を
一
杯

に
つ
た
頃
、
花
ま
つ
り
で
す
。
石
楠
花
、
シ
ャ
ガ

の
群
生
が
咲
き
、
銘
木
オ
オ
ム
ラ
サ
キ
の
ツ
ツ
ジ

が
満
開
に
な
り
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
の
誕
生
を
お

祝
い
し
、
お
花
見
し
ま
し
ょ
う
。 

五
月
六
日
（
火
）
午
後
二
時
［
連
休
最
後
の
日
］ 

（
四
）
身
延
輪
番 

実
施
日 

五
月
二
十
五
日
（
日
） 

会
費 

 

一
万
一
千
円
（
高
校
生
以
下
五
千
円
） 

年
に
一
度
は
身
延
山
に
お
詣
り
し
ま
し
ょ
う
。 

 

   

十
一
月
一
日
よ
り
二
月
十
日
ま
で
の
百
日
間
、

お
か
げ
さ
ま
で
日
蓮
宗
大
荒
行
を
無
事
に
成
満
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

一
日
一
日
が
と
て
も
長
い
百
日
で
し
た
。
朝
三

時
よ
り
夜
十
一
時
ま
で
水
行
・
読
経
三
昧
、

特
に
自
行
期
間
の
初
め
の
三
十
五
日
間

は
、
ほ
と
ん
ど
記
憶
に
あ
り
ま
せ
ん
。
た

だ
は
っ
き
り
感
じ
た
こ
と
は
、
入
行
の
際
、

行
の
出
来
る
喜
び
に
感
謝
し
涙
が
止
ま
ら
な
か
っ

た
こ
と
。
読
経
中
、
鬼
子
母
神
さ
ま
を
拝
し
有
難

さ
と
嬉
し
さ
で
無
意
識
に
涙
が
溢
れ
て
来
た
こ
と
。

そ
し
て
何
よ
り
辛
く
苦
し
い
と
き
、
お
送
り
式
、

お
見
舞
団
参
、
成
満
会
、
帰
山
式
そ
し
て
心
温
ま

る
励
ま
し
の
お
手
紙
を
下
さ
っ
た
壇
信
徒
の
皆
さ

ん
が
、
い
つ
も
私
の
中
に
い
て
勇
気
や
励
ま
し
を

下
さ
っ
た
こ
と
で
す
。
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
手
を

合
わ
せ
無
事
の
成
満
を
願
っ
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
、

心
に
留
め
て
下
さ
っ
た
皆
さ
ん
気
持
ち
を
、
自
分

に
は
も
っ
た
い
な
い
ほ
ど
に
感
じ
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
。
本
当
に
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。 

 

ま
た
皆
さ
ん
に
は
私
だ
け
で
な
く
、
百
日
間
残

さ
れ
た
家
族
も
支
え
て
頂
き
ま
し
た
こ
と
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。
妻
・
幸
代
が
百
日
間
欠
か
さ
ず
付

け
て
い
た
日
記
を
読
み
、
私
同
様
、
皆
さ
ん
の
支

え
や
励
ま
し
を
頂
け
た
か
ら
こ
そ
、
家
族
が
共
に

こ
の
百
日
間
を
乗
り
切
れ
た
の
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

日
記
の
最
後
に
「
あ
り
が
と
う
」
書
い
て
あ
り
ま

し
た
。
こ
の
「
あ
り
が
と
う
」
に
は
残
さ
れ
た
家

族
の
百
日
間
の
様
々
な
思
い
が
詰
ま
っ
て
い
ま
し

た
。 

 

こ
れ
か
ら
は
百
日
間
の
経
験
、
修
法
を
活
か
し
、

皆
さ
ん
を
支
え
て
い
け
る
よ
う
、
そ
し
て
共
に
歩

ん
で
い
け
る
よ
う
な
僧
侶
を
目
指
し
精
進
い
た
し

ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

―― ５ ―― 


