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十
月
二
十
六
日
（
日
）、
今
年
も
良
い
お
会
式
（
え

し
き
）
で
し
た
。
お
題
目
、
お
経
が
本
堂
に
満
ち
満

ち
、
あ
ら
た
め
て
「
祈
る
」
こ
と
の
意
義
を
感
じ
、

と
て
も
あ
り
が
た
い
想
い
に
な
り
ま
し
た
。 

 
 
 
 

✻ 

私
た
ち
は
原
始
の
時
代
か
ら
祈
っ
て
き
ま
し
た
。

大
自
然
に
祈
り
、
朝
の
金
色
の
太
陽
に
祈
り
活
力
を

得
、
月
に
祈
り
安
ら
ぎ
、
偉
大
な
山
や
海
に
カ
ミ
を

感
じ
、
水
そ
の
も
の
を
カ
ミ
と
し
て
祈
っ
て
き
ま
し

た
。
ま
た
こ
の
家
屋
が
堅
牢
で
、
私
た
ち
が
心
豊
か

に
暮
ら
せ
る
家
族
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
と
祈
り
、
慈

し
み
慈
し
ま
れ
、
悲
し
み
悲
し
ま
れ
、
愛
し
愛
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
宗
教
的
心
情
は
原
始
の
時

代
よ
り
ず
っ
と
持
ち
続
け
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
だ

か
ら
こ
そ
心
が
育
ち
「
人
」
と
な
る
こ
と
が
で
き
た

の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 
 
 

✻ 

 

現
代
社
会
で
は
、
生
き
る
こ
と
の
基
本
は
個
人
の

人
権
の
自
由
な
主
張
と
い
う
個
人
主
義
が
、
社
会
的

価
値
観
と
な
っ
て
い
ま
す
。
一
人
ひ
と
り
が
人
と
し

て
の
尊
厳
を
尊
重
し
合
う
こ
と
は
最
も
基
本
的
で

大
切
な
価
値
観
な
の
で
す
が
、
ど
う
も
自
分
は
尊
重

し
て
欲
し
い
と
主
張
す
る
の
で
す
が
、
お
互
い
に
尊

重
し
合
う
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
育
っ
て
な
い
よ
う

に
思
い
ま
す
。 

 

も
う
一
つ
は
貨
幣
、
お
金
で
す
。
個
人
主
義
の
世

の
中
で
最
も
頼
り
に
な
る
の
は
貨
幣
で
す
し
、
市
場

経
済
と
い
う
競
争
社
会
で
貨
幣
は
ま
す
ま
す
存
在

価
値
を
増
し
て
い
ま
す
。
個
人
主
義
、
貨
幣
の
ど
ち

ら
も
現
実
と
し
て
否
定
で
き
る
も
の
で
な
く
、
そ
の

良
さ
便
利
さ
を
認
め
る
も
の
な
の
で
す
が
、
こ
の
二

つ
だ
け
で
は
、
心
か
ら
の
安
ら
ぎ
、
幸
せ
は
得
ら
れ

な
い
こ
と
は
、
皆
さ
ん
も
実
感
し
納
得
さ
れ
る
こ
と

と
思
い
ま
す
。 

 
 
 
 

✻ 

 

迷
っ
た
ら
始
め
に
戻
る
、
人
と
し
て
の
原
初
に
立

ち
返
る
と
、
そ
こ
に
「
祈
る
」
と
い
う
心
が
あ
っ
た

の
で
す
。
大
自
然
に
祈
り
、
そ
の
中
に
自
分
を
調
和

で
き
た
時
の
何
と
い
う
安
ら
ぎ
、
幸
せ
。
ま
た
ご
先

祖
さ
ま
を
尊
敬
し
祈
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
智
慧
が
湧
き

「
元
気
」
気
を
元
に
戻
す
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

祈
る
こ
と
は
安
ら
ぎ
で
あ
り
希
望
で
あ
り
、
活
力
で

あ
る
こ
と
を
想
い
ま
す
。 

今
年
も
山
下
清
さ
ん
、
白
龍
会
が

万
灯
を
奉
納
。
感
謝 

お
勝
手 

前
日
か
ら
コ
ン
ニ
ャ
ク
、

餅
つ
き
、
そ
し
て
当
日
で
す 

境
内
で
は
纏
が
舞
い
、
太
鼓
が
響
き
、

万
灯
が
奉
納
さ
れ
ま
し
た 
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昌子寺庭の山務日誌より 

 
こ
う
し
て
先
人
た
ち
は
長
い
間
、
大
自
然
を
崇
め

祈
り
、
そ
の
摂
理
、
真
理
を
求
め
尽
く
し
て
妙
法
（
ダ

ル
マ
）
を
感
得
し
た
の
で
す
。
そ
の
妙
法
こ
そ
が
法

華
経
（
妙
法
蓮
華
経
）
だ
っ
た
の
で
す
。 

 
 
 
 

✻ 

今
か
ら
七
百
五
十
年
前
、
日
蓮
大
聖
人
は
、
学
び

調
べ
尽
く
し
求
め
尽
く
し
て
、
こ
の
法
華
経
に
た
ど

り
着
き
感
得
さ
れ
た
の
で
す
。
き
っ
と
大
聖
人
は
、

も
う
全
身
は
ち
切
れ
ん
ば
か
り
に
、
精
神
、
心
は
爆

発
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
、
そ
し
て
生
れ
変

わ
り
蘇
生
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

こ
の
法
華
経
こ
そ
世
の
人
々
を
安
ら
げ
心
豊
か

に
す
る
唯
一
の
お
経
、
教
え
だ
。
こ
の
教
え
を
世
の

人
々
、
身
分
の
上
下
、
富
の
あ
る
な
し
、
学
問
の
あ

る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
伝
え
る
に
は
ど
う
す
れ
ば

良
い
か
。
つ
い
に
シ
ン
プ
ル
に
明
快
に
力
強
く
「
南

無
妙
法
蓮
華
経
」
の
お
題
目
と
な
っ
た
の
で
す
。 

 

大
難
四
回
○注
、
小
難
は
数
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

程
の
法
難
に
あ
い
ま
し
た
が
、
お
題
目
を
唱
え
続
け

法
華
経
を
伝
え
て
下
さ
い
ま
し
た
。
こ
の
お
経
は
真

だ
、
こ
の
真
を
伝
え
る
た
め
に
自
分
の
命
が
な
く
な

っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
嬉
し
い
こ
と
は
な
い
と

い
う
澄
み
き
っ
た
お
気
持
ち
で
し
た
。
こ
の
こ
と
だ

け
で
も
私
は
お
題
目
を
信
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
。
こ
の
混
迷
の
時
代
、
信
ず
る
も
の
な
ど
何
も

な
い
と
い
う
欺
瞞
が
ま
か
り
通
る
時
代
に
、
お
題
目

と
い
う
心
の
大
黒
柱
を
頂
け
る
こ
と
は
、
何
と
も
あ

り
が
た
い
こ
と
で
す
。
た
と
え
ど
ん
な
嵐
に
あ
っ
て

も
、
明
日
何
が
起
こ
っ
た
と
し
て
も
、
南
無
妙
法
蓮

華
経
の
大
黒
柱
が
あ
る
か
ら
、
必
ず
乗
越
え
る
こ
と

が
出
来
る
、
そ
ん
な
希
望
、
光
明
を
見
出
す
こ
と
が

出
来
る
の
で
す
。 

 
 
 
 

✻ 

「
祈
る
」
と
は 

慈
し
み 

慈
し
ま
れ
る 

悲
し
み

悲
し
ま
れ
る 

愛
し 

愛
さ
れ
る 

心
。 

 
 
 
 

✻ 

お
会
式
は
、
日
蓮
大
聖
人
の
ご
遺
徳
を
お
偲
び
し

讃
嘆
、
生
き
る
こ
と
の
あ
り
が
た
さ
を
皆
さ
ん
と
共

に
感
謝
す
る
大
切
な
式
な
の
で
す
。 

日
蓮
大
聖
人 

如
何
が
讃
ぜ
ん 

七
三
三
遠
忌 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

 

 

○注
大
難
四
回 

 

日
蓮
聖
人
は
四
度
の
法
難
を
蒙
っ
た
。 

松
葉
谷
（
ま
つ
ば
が
や
つ
）

法
難
、1

2
6
0

年 

伊
豆
法
難 

1
2

6
1

年
五
月
十
二
日
四
十
歳 

小
松
原
法
難1

2
6

4

年 

竜
口
法
難
（
佐
渡
へ
）1

2
7

1

年 

 
 野

の
花
を
採
集
す
る
時
、
特
に
古
い

椿
の
枝
等
を
お
と
す
時
、
い
つ
し
か

花
の
命
を
感
ず
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
何
年
も
の
風
雨
、
暑
さ
、
時

に
は
雪
に
耐
え
て
大
き
く
な
っ
た

枝
や
花
に
申
し
訳
な
い
と
思
い
つ

つ
、
思
い
切
っ
て
ハ
サ
ミ
を
入
れ
て

い
る
か
ら
で
す
。 

 

最
近
住
職
か
ら
「
南
無
観
世
音
菩
薩
」

と
唱
え
る
と
、
そ
の
枝
な
り
花
な
り
の
仏
性
と
、
私

の
中
に
あ
る
仏
性
と
が
共
に
ひ
び
き
合
っ
て
ひ
と

つ
に
な
る
と
云
う
話
を
聞
き
ま
し
た
。 

親
和
力 

季
節
は
秋
。
境
内
に
楚
々
と
咲
く
「
さ
ら
し
な
し

ょ
う
ま
」
の
白
い
花
に
「
南
無
観
世
音
菩
薩
」
と
唱

え
て
一
輪
た
お
っ
て
、
そ
っ
と
花
器
に
入
れ
て
み
ま

し
た
。
す
る
と
不
思
議
な
こ
と
に
花
が
生
き
生
き
と

光
を
放
っ
て
神
々
し
い
ほ
ど
に
輝
い
て
い
ま
す
。
花

も
木
も
命
い
っ
ぱ
い
に
生
き
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を

今
一
度
思
い
知
っ
て
、
思
わ
ず
手
を
合
わ
せ
て
い
る

自
分
が
居
る
の
で
す
。 

親
和
力 

花
と
人
。
人
と
人
で
あ
っ
て
も
、
お
互
い
の
中
に

―― ２ ―― 



  

 

持
っ
て
い
る
仏
性
に
手
を
合
わ
せ
た
い
と
思
い
ま

す
。 

  

夏
の
寺
子
屋 

 

十
七
名
の
子
供
た

ち
が
参
加
、
中
学
生
、

保
護
者
の
サ
ポ
ー
タ

―
も
あ
り
、「
来
年
も

来
た
い
」
と
楽
し
く

意
義
あ
る
一
泊
二
日
。

今
年
で
十
回
を
数
え

ま
し
た
。 

  

お
盆
の
お
施
餓
鬼
、
秋
の
彼
岸
会 

「
こ
う
し
た
節
々
で
祈
り
続
け
て
、
心
が
ニ
ュ
ー
ト

ラ
ル
な
状
態
に
な
る
」
と
話
し
て
下
さ
っ
た
方
が
い

ま
す
。
科
学
や
合
理
で
は
説
明
で
き
な
い
不
可
思
議

な
力
を
頂
い
て
い
る
こ
と
を
想
い
ま
す
。
ご
多
用
な

日
々
だ
か
ら
こ
そ
ご
参
加
下
さ
い
。 

 

歴
代
廟
整
備 

 

第
一
墓
地
上
段
に
あ
る
法
住
寺
歴
代
上
人
廟
の

墓
石
が
二
基
倒
れ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
か
ら
の
墓
石

で
基
礎
の
土
が
流
さ
れ
、
他
の
十
数
基
も
同
じ
よ
う

な
状
態
で
す
。
来
春
ま
で
に
整
備
し
て
い
く
予
定
で

す
。 

 
池
上
お
会
式 

万
灯 

「
白
龍
会
」
小
塚
順
一
会
長
を
中
心
に
、
今
年
も
東

京
池
上
本
門
寺
お
会
式
に
参
加
、

万
灯
を
奉
納
し
ま
し
た
。
子
供

た
ち
の
纏
（
ま
と
い
）
さ
ば
き
も

お
見
事
、
夜
遅
く
の
帰
り
で
し

た
が
、
参
加
者
は
「
今
年
も
元

気
を
も
ら
っ
た
ね
」
と
輝
い
て

い
ま
し
た
。 

 

護

持

会
総
会 

 

お
会
式

法
要
後
、

護
持
会
総

会
が
開
か

れ
ま
し
た
。 

杉
山
勲
副

会
長
が
開

会
、
伊
東

修
護
持
会

長
が
事
業

報
告
、
続
い
て
会
計
報
告
、
予
算
と
協
議
、
承
認
さ

れ
ま
し
た
。
皆
さ
ま
の
ご
参
加
、
誠
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

 

 

十
一
月
一
日
、
洋
明
上
人
が
「
日
蓮
宗
加
行
所
（
大

荒
行
堂
）
」
一
百
日
修
行
に
入
行
、
午
前
九
時
入
行

会
が
法
華
経
寺
祖
師
堂
に
て
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 

お
堂
を
揺
さ
ぶ
る
よ
う
な
読
経
の
大
音
声
は
何

と
も
素
晴
ら
し
い
も
の
で
し
た
。
伝
師
（
荒
行
堂
内

最
高
指
導
者
）
の
「
私
に
つ
い
て
き
て
下
さ
い
」
の

 

間
食
な
し
、
ご
飯
の
味
が
格
別 

今
年
も
ツ
リ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ 

気
持
ち
イ
イ
～ 

中
学
生
の
サ
ポ
ー
タ
ー
、

楽
し
く
お
経
の
練
習 

カ
ッ
コ
イ
イ
～
ッ
！ 

カ
ワ
イ
イ
～
ッ
！ 

――  ３  ―
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御
志
納
金
［
七
月
～
十
月
］ 

当
山
住
職 

 

先
代
御
内
室
七
七
日
忌
砌 

三
島
市 

 
 

三
村
秀
生
殿 

尊
母
葬
儀
砌 

伊
豆
の
国
市 

井
関
浩
二
殿  

寿
量
の
塔
納
骨
砌 

西 
 

 
 

 

佐
藤
雄
一
殿 

尊
母
十
三
回
忌
砌 

富
士
市 

 
 

坂
本
重
則
殿 

寿
量
の
塔
納
骨
砌 

言
葉
に
「
ハ
イ
ッ
！
！
！
」
百
三
十
数
名
の
行
僧
の

何
と
も
清
々
し
い
大
き
な
返
事
、
見
事
で
し
た
。
涙

が
自
然
に
出
て
く
る
の
で
し
た
。 

 

午
後
二
時
、
雨
の
中
を
行
列
し
て
荒
行
堂
正
門

「
瑞
門
」
へ
、
こ
の
門
は
百
日
後
の
二
月
十
日
ま
で

開
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
、
結
界
修
業
。
修
行
僧
を

見
送
り
し
瑞
門
を
背
に
し
て
帰
り
出
す
と
、
体
の
底

か
ら
の
感
動
が
湧
き
あ
が
っ
て
く
る
の
で
し
た
。 

 

 

Ｑ
＆
Ａ 

Ｑ 

荒
行
堂
の
一
日
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。 

Ａ 

行
堂
の
一
日
は
真
夜
中
三
時
の
水
行
か
ら
始

り
ま
す
。
寒
中
、
震
え
る
身
の
腹
の
底
か
ら
声
を
出

し
肝
文
を
唱
え
水
行
。
そ
の
後
は
法
華
経
読
誦
。
次

は
六
時
、
九
時
、
正
午
、
午
後
三
時
、
六
時
，
十
一

時
と
一
日
七
回
の
水
行
を
行
い
ま
す
。
食
事
は
一
日

二
食
お
粥
で
す
。 

Ｑ 

ど
う
し
て
苦
し
い
修
行
を
す
る
の
で
す
か
。 

Ａ 

水
行
と
法
華
経
読
誦
で
身
も
心
も
清
浄
に
清

浄
に
し
て
、
前
世
か
ら
も
っ
て
い
る
罪
障
を
消
滅
し
、

仏
天
の
ご
加
護
を
請
い
奉
る
の
で
す
。 

荒
行
堂
の
正
面
に
は
法
華
経
の
行
者
を
守
護
す

る
鬼
子
母
尊
神
（
尊
神
）
さ
ま
が
安
置
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
尊
神
さ
ま
に
身
命
の
全
て
を
お
預
け
し
、

身
の
限
界
を
超
え
尊
神
さ
ま
の
ご
加
護
を
頂
い
た

時
、
霊
力
、
経
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
。 

Ｑ 

今
後
の
予
定
を
教
え
て
下
さ
い
。 

Ａ 

激
励
お
見
舞
い
団
参
を
二
回
計
画
し
ま
し
た
。 

十
二
月
十
四
日
（
日
）
バ
ス
一
台 

一
月
十
一
日
（
日
）
バ
ス
一
台 

田
方
三
島
、
京
浜
地
区
、
遠
方
地
区
の
皆
さ
ま
、

現
地
（
千
葉
県
市
川
市
）
で
合
流
で
き
ま
す
の
で
ぜ

ひ
ご
参
加
お
願
い
致
し
ま
す
。［
詳
細 

別
紙
］ 

◎
二
月
十
日
（
火
）
成
満
、
尊
神
さ
ま
に
護
ら
れ
て

無
事
修
了
を
祈
念
し
て
い
ま
す
。 

◎
帰
山
式 

二
月
中
旬
を
予
定
し
て
い
ま
す
。 

初
行
僧
を
指
導
す
る
洋
明
上
人 

入
行
会 

法
華
経
寺
祖
師
堂
（
国
宝
） 

正
門
が
閉
じ
ら
れ
、
帰
る
見
送
り
の
人
々 

――  ４  ―

― 

（
修
行
中
に
て
お
休
み
） 


