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お
正
月
に
は
檀
家
の
皆
さ
ん
が
本
堂
の
ご
本
尊

さ
ま
日
蓮
大
聖
人
さ
ま
に
、
そ
し
て
ご
先
祖
さ
ま
に
、

昨
年
の
感
謝
と
新
年
の
ご
挨
拶
を
さ
れ
る
。
謙
虚
に

慎
ま
し
く
手
を
合
わ
せ
祈
る
、
清
々
し
い
も
の
で
あ

る
。
そ
の
後
、
書
院
で
住
職
と
挨
拶
を
交
わ
す
。
心

を
こ
め
て
新
年
の
挨
拶
を
交
わ
す
こ
と
は
、
ま
こ
と

に
清
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。 

 

正
月
に
「
お
」
を
つ
け
て
「
お
正
月
」
と
呼
ん
で

み
る
、
「
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
交
わ
し
て

み
る
、
そ
れ
だ
け
で
周
り
の
空
気
、
一
切
の
も
の
が

浄
化
さ
れ
清
め
ら
れ
る
。
あ
ら
た
め
て
言
葉
は
言
霊

で
あ
る
こ
と
を
想
う
。 

 

［
寿
量
の
祈
り 
 

感
謝
と
敬
意
］ 

大
自
然 

 
 

 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

社
会
の
皆
さ
ん 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

ご
先
祖
さ
ま
、
家
族
の
皆
さ
ん 

 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

 
 
 
 

✻ 

お
釈
迦
さ
ま
も
耳
に
さ
れ
た
と
思
う
古
代
イ
ン

ド
の
奥
義
書
は
示
し
て
い
る
。 

『
森
羅
万
象
に
と
っ
て
、
地
は
そ
の
精
で
あ
る
。
地

に
と
っ
て
水
は
そ
の
精
で
あ
る
。
水
に
と
っ
て
草
木

は
そ
の
精
で
あ
る
。
草
木
に
と
っ
て
人
間
は
そ
の
精

で
あ
る
。
人
間
に
と
っ
て
語
は
そ
の
精
で
あ
る
。
』 

 

ま
ず
は
大
地
が
あ
っ
て
水
が
あ
り
、
草
木
が
あ
っ

て
、
人
が
あ
る
。
そ
し
て
言
葉
が
あ
り
そ
れ
は
精
で

あ
る
と
云
う
。 

 

こ
の
語
は
、
私
た
ち
の
先
人
が
縄
文
の
生
活
を
営

ん
で
い
た
頃
の
も
の
で
あ
る
が
、
約
三
千
年
た
っ
た

今
で
も
私
の
中
に
ど
っ
し
り
と
納
ま
る
。
森
羅
万
象
、

大
自
然
を
大
本
に
持
つ
こ
と
は
安
定
感
、
安
心
感
が

あ
る
。
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
時
代
に
な
っ
た
と
し
て
も
、

地
が
あ
り
水
が
あ
れ
ば
草
木
は
育
つ
、
草
木
あ
れ
ば

人
が
謙
虚
に
慎
ま
し
く
生
き
る
か
ぎ
り
自
然
は
人

を
生
か
し
て
下
さ
る
。
更
に
続
け
て
示
す
。 

『
語
に
と
っ
て
讃
唱
（
讃
え
唱
え
る
こ
と
）
が
精
で

あ
り
、
讃
唱
に
と
っ
て
は
、
高
唱
（
高
ら
か
に
唱
え

る
こ
と
）
が
す
な
わ
ち
そ
の
精
で
あ
る
。
か
く
の
如

く
、
高
唱
な
る
も
の
は
精
中
の
最
精
な
る
も
の
な

り
。』 

 
 
 
 

✻ 

 

昨
年
十
二
月
十
四
日
洋
明
上
人
荒
行
お
見
舞
い

激
励
団
参
、
六
十
人
を
超
え
る
行
僧
の
読
経
、
御
祈

祷
は
素
晴
ら
し
い
も
の
で
心
の
奥
底
に
響
い
た
。
語

の
力
、
気
の
力
、
お
経
の
力
を
感
じ
、
そ
れ
は
「
高

唱
、
最
精
な
る
も
の
」
を
想
う
の
だ
っ
た
。 

 
 
 
 

✻ 

お
正
月
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
年
も
宜

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

南
無
妙
法
蓮
華
経 

  

洋
明
さ
ん
が
大
荒
行
堂
に
入
り
、
留

守
を
預
か
る
私
た
ち
も
、
朝
の
ご
給

仕
、
庭
掃
除
に
始
ま
り
、
様
々
な
掃

除
、
来
客
へ
の
対
応
、
裏
方
の
仕
事
、

事
務
仕
事
や
雑
務
に
追
わ
れ
る

日
々
で
す
。
そ
ん
な
中
、
荒
行
堂
の

四
百
日
目
の
修
行
僧
の
方
よ
り
お

手
紙
が
届
き
ま
し
た
。
そ
の
中
に
少

し
だ
け
洋
明
上
人
の
様
子
が
書
か

れ
て
い
ま
し
た
。 

 
 
 
 

✻ 

～ 

そ
う
し
た
中
、
洋
明
上
人
は
、
再
行
僧
ト
ッ

プ
ク
ラ
ス
の
お
手
本
と
し
て
、
小
生
は
じ
め
多
く
の

行
僧
が
励
ま
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
～ 

と
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
一
文
を
読
ん
で
、
私
の
背
筋
が
ピ
ン
と
し

て
参
り
ま
し
た
。 

夜
半
の
水
行
の
辛
い
時
、「
夜
空
を
仰
げ
ば
星
が 

――  １  ―

― 



 
謹 

賀 

新 

年

 
法
住
寺
護
持
会                             

  

［
総
代
、
護
持
会
長
］
伊
東 

修 
 

 
 

 
  

   
 

 
 

 
 

                   
 

［
総
代
、
副
会
長
］  

杉
山 

勲 

［
総
代
］
森
野
道
雄
、
室
野
義
雄
（
世
話
人
選
出
） 

［
顧
問
］ 

 
 

 
 

山
下 

一 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

［
世
話
人
］
伊
東 

徹
、
伊
東
由
廣
、
伊
東
幸
二
、 

室
野
義
雄
、
山
下
秀
治
、
土
屋
正
次
、

小
塚
健
治
、
佐
藤 

薫
、
佐
藤
敏
明 

 
[

監
査] 

 

杉
山 

修
、
室
野
好
信 

中
伊
豆
立
正
大
題
目
講
（
当
山
） 

［
会
長
］  

 

山
下
一 

［
顧
問
］ 

  

小
塚 

勝 

［
世
話
人
］
山
下 

要
、
井
本
ま
つ
、
三
田
五
月
、

山
下
し
づ
か
、
伊
東
は
つ
江
、
伊
東
す
ゑ
子
、 

伊
東
ち
ゑ
子
、
三
田
幸
子
、
山
崎
ま
ち
、 

伊
東
通
子
、
伊
東
ミ
ナ
ヨ
、
滑
川
正
勝
、 

滑
川
美
奈
江
、
山
下 

一
、
森
野
一
夫
、 

小
塚
正
司
、
山
下 

清
、
小
塚
貞
夫
、 

小
塚
康
清
、
山
本
宏
衛
、
小
塚
愛
子
、 

森
野
は
ま
江
、
山
下
千
代
子
、
佐
藤
雄
一
、 

佐
藤
賢
吾
、
佐
藤
秀
夫
、
杉
山
し
ま
ゑ
、 

山
本
義
富 

伊
豆
連
合
大
題
目
講(

当
山) 

［
副
会
長
、
理
事
］ 

山
下 

要 

 

輝
き
、
そ
の
空
が
伊
豆
の
地
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の

だ
と
思
う
と 

が
ん
ば
れ
る
」
と
十
二
月
の
荒
行
団

参
面
会
で
洋
明
さ
ん
が
言
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い

出
し
ま
し
た
。 

〞
人
は
人
を
思
う
こ
と
で
強
く
な
れ
、
人
に
思
わ
れ

る
こ
と
で
、
な
お
強
く
な
れ
る
の
だ
〟
と
思
い
ま
す
。

誰
よ
り
も
大
き
い
声
で
お
経
を
唱
え
、
誰
よ
り
も
多

く
の
水
を
か
ぶ
っ
て
い
る
姿
を
想
い
な
が
ら
。 

 

留
守
を
預
か
る
私
も
、
今
は
自
分
な
り
の
修
行
が

与
え
ら
れ
た
時
だ
と
再
認
識
し
て
一
日
一
日
を
大

切
に
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
何
時
も

皆
さ
ま
に
い
っ
ぱ
い
の
感
謝
を
し
て
お
り
ま
す
。 

本
年
も
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
◎
中
伊
豆
立
正
会 

山
下
一
会
長 

 

今
年
の
中
伊
豆
立
正
会
の
会
長
を
山
下
一
（
護
持

会
顧
問
）
様
に
お
願
い
致
し
ま
し
た
。 

 

こ
の
会
は
大
見
地
区
日
蓮
宗
の
檀
家
さ
ん
か
ら

な
る
お
題
目
講
で
、
明
治
時
代
よ
り
百
五
十
年
以
上

続
く
伝
統
あ
る
お
講
で
す
。
菩
提
寺
の
枠
を
超
え
檀

信
徒
中
心
に
こ
れ
だ
け
長
く
続
い
て
い
る
お
講
は
、

全
国
的
に
も
貴
重
な
も
の
で
す
。
檀
家
さ
ん
は
全
員

が
会
員
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
宜
し
く
お
願
い
致

し
ま
す
。 

 

◎
第
一
墓
地
南
斜
面
ヒ
ノ
キ
伐
採 

 

約
六
十
年
前
、
皆
さ
ん
の
先
代
さ
ん
た
ち
が
夢
を

も
っ
て
植
林
し
た
下
さ
っ
た
ヒ
ノ
キ
で
す
が
、
急
斜

面
で
こ
れ
以
上
大
き
く
し
て
お
く
と
危
険
な
こ
と

か
ら
伐
採
し
ま
し
た
。
誠
に
申
し
訳
な
い
こ
と
で
す

が
倒
し
た
ま
ま
で
処
理
し
ま
し
た
。 

 

◎
境
内
整
備
作
業 

 

年
末
の
境
内
作
業
（
清
水
②
の
ご
奉
仕
）
は
作
業

の
関
係
で
春
に
延
期
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。 

 

春
の
整
備
作
業
は
元
村
③
で
す
が
、
宜
し
く
お
願

い
致
し
ま
す
。 

    

♪ 

全
国
す
べ
て
の
本
山
を
お
詣
り 

 

白
龍
会
会
長
、
万
灯
講
で
ご
活
躍
の
小
塚
順
一
さ

ん
が
、
奥
さ
ん
と
一
緒
に
全
国
の
日
蓮
宗
本
山
五
七

カ
寺
を
お
詣
り
さ
れ
ま
し
た
。
毎
回
、
出
か
け
る
度

に
鬼
子
母
神
さ
ま
に
無
事
を
ご
祈
願
、
帰
っ
て
く
る

と
感
謝
の
報
告
を
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
本
山

か
ら
頂
い
た
ご
首
題
を
掛
け
軸
に
表
装
し
、
仏
壇
の

脇
に
か
け
て
毎
朝
、
手
を
合
わ
せ
お
詣
り
さ
れ
て
い

ま
す
。 

 

北
は
仙
台
か
ら
南
は
九
州
佐
賀
ま
で
の
全
国
本

―― ２ ―― 



 

 

 

山
を
ま
わ
る

こ
と
は
大
変

な
こ
と
で
、
こ

の
度
「
日
蓮
宗

新
聞
」
ト
ッ
プ

に
掲
載
さ
れ

ま
し
た
。

檀

家

の

皆

さ

ま
に
は
、
掲

載

さ

れ

た

日

蓮

宗

新

聞
を
、
こ
の
寺
報
と
共
に
お
配
り
し
ま
す
の

で
ご
覧
に
な
っ
て
下
さ
い
。 

 

♪ 

東
北
被
災
地
慰
霊
団
参
に
参
加
し
て 

 

伊
豆
連
合
大
題
目
講
副
会
長
で
法
住
寺
の
護
持

会
会
計
を
長
年
お
勤
め
下
さ
っ
た
山
下
要
さ
ん
が
、

東
北
被
災
地
へ
の
統
一
信
行
団
参
（
東
部
宗
務
所
主

催
）
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
被
災
地
を
目

の
当
た
り
に
し
て
津
波
の
凄
さ
を
改
め
て
感
じ
ら

れ
た
と
云
う
こ
と
で
手
記
を
お
願
い
し
ま
し
た
。 

 

尚
昨
年
春
に
皆
さ
ん
に
お
願
い
し
ま
し
た
被
災

者
慰
霊
、
復
興
祈
願
の
お
題
目
写
経
は
、
こ
の
団
参

で
海
に
奉
納
祈
願
さ
れ
、
ま
た
皆
さ
ん
か
ら
の
支
援

金
（
法
住
寺
分9

5
,9

5
0

円
を
含
む
）
は
、
直
接
教

育
関
係
者
に
手
渡
す
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。 

 
 
 
 

✻ 

『
暗
い
う
ち
に
家
を
出
て
バ
ス
に
乗
り
、
宮
城
県
石

巻
市
立
日
和
山
公
園
に
十
四
時
に
着
き
ま
し
た
。
日

和
山
公
園
は
高
台
に
あ
り
、
平
地
か
ら
百
ｍ
以
上
あ

り
ま
す
が
、
海
に
近
い
平
地
に
は
家
が
一
軒
も
な
い

荒
地
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
震
災
後
に
建
て
ら
れ
た

家
が
ぽ
つ
ん
と
あ
る
だ
け
で
す
。
こ
れ
を
見
た
だ
け

で
震
災
の
恐
ろ
し
さ
で
涙
が
出
て
き
ま
し
た
。
日
和

山
公
園
で
震
災
の
慰
霊
供
養
、
復
興
祈
願
法
要
を
行

い
、
引
き
続
き
支
援
金
授
与
式
を
行
い
小
学
校
三
校
、

中
学
校
二
校
に
贈
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
お
礼
の

挨
拶
で
、
ま
だ
ま
だ
復
興
が
遅
れ
て
い
る
こ
と
と
予

算
の
不
足
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
中
で

の
支
援
金
は
大
変
に
あ
り
が
た
い
と
感
謝
の
言
葉

を
頂
き
、
少
し
で
も
お
役
に
立
て
た
か
な
と
思
い
、

胸
を
撫
で
下
ろ
し
ま
し
た
。
そ
の
後
移
動
し
て
北
上

川
河
口
川
施
餓
鬼
供
養
を
行
い
、
船
上
か
ら
お
題
目

写
経
を
ま
き
願
い
を
込
め
ま
し
た
。 

 

今
回
の
宗
務
所
主
催
の
統
一
信
行
は
、
東
日
本
大

震
災
で
被
害
に
あ
わ
れ
た
行
方
不
明
者
二
五
九
八

名
を
含
む
一
八
四
八
七
名
の
も
と
に
私
た
ち
の
慰

霊
の
気
持
ち
を
届
け
た
い
と
の
一
心
で
行
わ
れ
ま

し
た
。
現
地
で
の
お
題
目
の
法
力
、
檀
信
徒
の
皆
さ

ま
の
信
力
、
ご
寺
院
さ
ま
の
信
力
が
融
合
し
、
必
ず

や
被
害
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
魂
に
届
く
と
信
じ
て
お

り
ま
す
。 

二
日
目
、
南
三
陸
町
の
ホ
テ
ル
を
出
発
、
車
中
で

は
佐
藤
女
史
に
よ
る
現
地
を
見
な
が
ら
の
語
り
部

を
し
て
頂
き
、
聴
け
ば
聴
く
ほ
ど
本
当
に
大
変
な
震

災
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
、
こ
こ
で
も

涙
し
ま
し
た
。
震
災
の
爪
痕
が
生
々
し

く
残
っ
て
い
る
南
三
陸
町
防
災
庁
舎
に

行
き
、
回
向
、
焼
香
し
供
養
し
ま
し
た
。

三
階
建
て
の
防
災
庁
舎
屋
上
ま
で
十
五

ｍ
程
あ
り
ま
す
。
避
難
放
送
を
出
し
続

け
た
女
子
職
員
を
は
じ
め
屋
上
に
五
二

人
が
避
難
、
こ
の
内
四
二
人
が
犠
牲
に

な
り
ま
し
た
。
百
ｍ
程
離
れ
た
所
に
高

野
会
館
が
あ
り
四
階
建
て
で
、
そ
の
屋

上
に
は
館
内
に
い
た
三
二
七
人
を
上
げ

小
塚
ご
夫
妻
、
本
堂
鬼
子
母
尊
神
様
の
前
で 

北
上
川
河
口
に
て
、
お
題
目
写
経
を
海
へ 

南
三
陸
街
防
災
セ
ン
タ
ー
、 

 
 

女
子
職
員
が
最
後
ま
で
避
難
放
送 

――  ３  ―

― 



御
志
納
金
［
十
一
月
～
十
二
月
］ 

清
水 

 
 

 

飯
田
ま
つ
み
殿 

尊
父
葬
儀
砌 

伊
豆
の
国
市 

三
田  

義
行
殿  

尊
父
葬
儀
砌 

 

た
為
、
全
員
が
助
か
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。
一
八
ｍ

の
津
波
、
そ
の
破
壊
力
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ

る
と
思
い
ま
し
た
。
参
加
者
九
六
名
、
そ
の
内
中
伊

豆
は
一
二
名
で
し
た
が
天
城
や
伊
東
の
人
た
ち
と

親
し
く
な
り
、
参
加
し
て
本
当
に
良
か
っ
た
、
ま
た

機
会
が
あ
っ
た
ら
参
加
し
ま
し
ょ
う
と
良
い
団
参

で
し
た
。
』（
山
下
要
さ
ん
よ
り
） 

 

 

◎
激
励
お
見
舞
い
団
参 

 

昨
年
の
十
二
月
十
四
日
、
洋
明
上
人
へ
の
激
励
お

見
舞
い
団
参
を
行
い
ま
し
た
。
先
ず
は
面
会
、
ど
ん

な
様
子
で
出
て
く
る
か
参
加
者
全
員
ジ
ッ
と
待
ち

ま
す
。
幕
が
サ
ッ
と
引
か
れ
や
っ
と
面
会
。
初
行
の

時
は
見
る
の
も
忍
び
な
い
と
い
う
感
じ
で
し
た
が
、

何
と
か
や
っ
て
い
け
そ
う
か
、
ま
た
初
行
僧
の
指
導

が
加
わ
っ
た
大
変
さ
を
感
じ
た
の
で
し
た
。 

檀
信
徒
の
皆
さ
ん
と
直
接
面
会
で
き
た
こ
と
は
、

何
よ
り
の
何
よ
り
も
の
励
み
に
な
っ
た
こ
と
で
し

ょ
う
。
ご
参
加
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

六
十
人
を

超
す
修
行

僧
の
御
祈

祷
が
あ
り

素
晴
ら
し

い
も
の
で

し
た
。
自

然
に
涙
し

感
動
す
る

皆
さ
ん
で

し
た
。
心

の
奥
底
に

響
く
お
経

の
力
を
感
じ
た
の
で
し
た
。 

 
荒
行
堂
を
後
に
し
て
「
面
会
で
待
つ
時
の
凛
と
し

た
感
じ
、
す
ご
か
っ
た
ね
」、「
し
っ
か
り
し
た
感
じ

だ
っ
た
け
ど
目
は
限
界
だ
っ
た
ね
」
等
々
。
帰
り
に

は
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
原
宿
と
云
わ
れ
る
巣
鴨
の
と

げ
抜
き
地
蔵
尊
へ
。
縁
日
と
い
う
こ
と
も
あ
り
人
が

あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。
一
月
十
一
日
に
は
第
二
回
目

の
激
励
団
参
が
あ
り
ま
す
。
ご
参
加
の
ほ
ど
お
願
い

致
し
ま
す
。
帰
り
は
浅
草
で
ゆ
っ
く
り
し
ま
す
が
、

新
春
の
浅
草
も
賑
や
か
で
す
。 

 

◎
帰
山
式 

二
月
十
五
日
（
日
曜
日
）
午
前
中 

 

修
行
を
遂
げ
て
法
住
寺
に
帰
っ
て
く
る
「
帰
山
式
」

の
日
が
内
定
し
ま
し
た
。
厳
寒
の
中
で
の
修
行
を
成

し
遂
げ
て
帰
山
す
る
、
洋
明
さ
ん
を
ぜ
ひ
檀
信
徒
の

皆
さ
ん
で
迎
え
て
や
っ
て
下
さ
い
。 

こ
の
修
行
を
支
え
て
下
さ
っ
た
の
は
何
と
言
っ

て
も
檀
家
さ
ん
で
す
。
そ
の
中
心
に
な
る
護
持
会
長

さ
ん
の
お
宅
へ
先
ず
帰
り
、
無
事
修
行
で
き
た
こ
と

の
ご
挨
拶
、
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
れ
を
「
親

も
と
」
と
云
い
、
今
回
の
荒
行
を
行
っ
た
何
人
か
の

修
行
僧
も
一
緒
に
お
伺
い
ま
す
。
挨
拶
後
、
伊
東
会

長
家
御
守
護
の
お
経
を
あ
げ
、
そ
の
後
、
車
で
移
動

し
、
お
寺
の
近
く
か
ら
行
列
を
組
む
予
定
で
す
。
無

事
に
帰
っ
て
来
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う
な

れ
ば
嬉
し
い
こ
と
だ
か
ら
、
白
龍
会
に
お
願
い
し
て

万
灯
で
お
迎
え
し
た
ら
と
い
う
声
も
頂
い
て
い
ま

す
。 詳

細
は
今
月
十
八
日
に
役
員
会
を
開
き
、
皆
さ
ん

に
連
絡
お
願
い
し
て
ま
い
り
ま
す
。
役
員
さ
ん
だ
け

で
は
手
が
足
り
な
く
な
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
檀
家
の

皆
さ
ん
の
ご
支
援
ご
協
力
を
宜
し
く
お
願
い
致
し

ま
す
。 

◎
星
祭
り 

 

旧
暦
正
月
を
節
に
毎
年
一
月
末
に
行
っ
て
い
ま

す
星
祭
り
は
、
帰
山
式
に
含
め
て
行
い
ま
す
。
ご
祈

願
の
方
は
二
月
十
五
日
帰
山
式
に
お
願
い
致
し
ま

す
。 

(

荒
行
修
行
中
に
て
お
休
み
） 

第
１
回
荒
行
団
参
四
一
名
、
法
華
経
寺
玄
関
に
て 

――  ４  ―

― 


