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量
の
祈
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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
。 
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今
朝
も
早
く
か
ら
朝
勤
が
始
ま
り
、
大
太
鼓
が
中

伊
豆
、
白
岩
の
郷
に
響
き
渡
っ
て
い
ま
す
。
朝
の
お

勤
め
は
誠
に
気
持
ち
の
善
い
も
の
で
、
ご
本
尊
さ
ま
、

お
祖
師
さ
ま
と
気
持
ち
が
通
い
合
え
た
と
実
感
す
る

か
け
が
え
の
な
い
ひ
と
時
で
す
。 

 
 
 
 

✻ 

 

昨
年
の
春

に
左
足
首
を

ね
ん
挫
し
、

大
し
た
こ
と

が
な
い
の
で

通
院
も
せ
ず

に
い
た
の
で

す
が
、
正
座

が
で
き
ず
腰

か
け
て
の
朝

勤
で
し
た
。

や
っ
と
正
座

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
十
月
中
旬
、
そ
の
朝
の
お
勤

め
も
大
変
に
気
持
ち
の
善
い
も
の
で
し
た
。
開
け
放

さ
れ
た
板
戸
、
清
々
し
い
朝
の
大
気
、
本
堂
正
面
の

ご
本
尊
さ
ま
が
輝
き
を
増
し
、
何
と
も
云
え
ぬ
想
い
、

感
応
す
る
、
気
持
ち
が
伝
わ
っ
て
い
る
と
い
う
想
い

に
な
っ
た
の
で
す
。
正
座
は
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た

し
、
お
経
の
力
を
直
感
で
き
る
し
、
気
力
、
体
力
共

に
ま
だ
あ
る
と
思
っ
た
そ
の
時
、
不
思
議
な
こ
と
が

起
こ
っ
た
の
で
す
。
御
本
尊
さ
ま
か
ら
光
の
玉
の
よ

う
な
も
の
が
輝
い
た
の
で
す
。 

 

朝
の
こ
の
気
持
ち
善
き
朝
勤
を
住
職
だ
け
の
も
の

に
し
て
は
い
け
な
い
、
副
住
職
に
譲
る
よ
う
に
と
ご

本
尊
さ
ま
が
ご
教
示
さ
れ
た
と
直
感
し
ま
し
た
。
ま

こ
と
に
不
可
思
議
な
こ
と
で
し
た
。
や
っ
と
正
座
で

き
る
よ
う
に
な
り
気
力
体
力
共
に
あ
り
、
ま
だ
お
勤

め
出
来
る
と
思
っ
た
そ
の
瞬
間
の
こ
と
だ
っ
た
か
ら

で
す
。 

 

そ
れ
ま
で
副
住
職
の
朝
勤
は
、
私
の
お
勤
め
の
前

後
で
行
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
か
く
し
て
最
も
善
き

時
間
帯
の
朝
勤
は
譲
り
、
定
時
の
大
太
鼓
は
洋
明
さ

ん
が
た
た
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
そ
の
後
で

朝
勤
で
す
。 

 
 
 
 

✻ 

生
き
た
法
華
経
、
や
す
ら
ぎ
を
と
生
き
方
を
求
め

て
法
華
経
の
杜
を
歩
く
、 

本
年
も
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

   

世
の
中
は
次
々
に
変
化
し
、
そ
れ
に
つ
ら
れ
て
不

安
定
に
な
り
が
ち
で
す
が
、
新
年
の
お
天
道(

て
ん
と

う)

さ
ま
を
拝
す
れ
ば
大
自
然
へ
の
敬
意
は
深
ま
り
、

夜
に
は
お
月
さ
ま
が
心
を
静
め
て
く
れ
ま
す
。
太
陽

や
月
に
象
徴
さ
れ
る
大
自
然
は
、
人
の
世
の
変
化
に

左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
確
か
な
動
き
を
し
て
い
ま
す
。

こ
の
世
で
正
し
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
大
自
然
そ
の
も
の
で
し
ょ
う
。 

 

大
自
然 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 
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私
た
ち
は
日
々
、
さ
ま
ざ
ま
な
多
く
の
人
の
力
を

頂
い
て
生
き
て
い
ま
す
。
ス
イ
ッ
チ
一
つ
で
灯
り
が

つ
き
ご
飯
が
炊
け
る
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
ど
れ
だ
け

多
く
の
人
々
の
力
が
集
ま
っ
て
い
る
か
。
料
金
を
払

っ
て
い
る
か
ら
当
た
り
前
だ
け
と
は
云
え
な
い
、
本 

早
朝
の
本
堂
、
ご
本
尊
さ
ま
、
お
祖
師
さ
ま 

―― 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
） 

［
副
会
長
］  

山
下 

英
子 

［
顧
問
］ 

  

小
塚 

勝
、
山
下 

一 

［
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
、
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 

昌子寺庭の山務日誌より 

 

 

当
に
多
く
の
皆
さ
ん
の
お
力
で
豊
か
な
生
活
が
出
来

て
い
る
こ
と
を
想
い
ま
す
。
勿
論
、
最
も
身
近
で
共

に
働
く
仲
間
や
家
族
の
お
陰
さ
ま
は
云
う
ま
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
私
た
ち
の
直
ぐ
目
の
前
を
歩
い

て
生
き
る
こ
と
を
示
し
て
下
さ
っ
た
ご
先
祖
さ
ま
、

そ
の
歩
み
は
私
た
ち
を
支
え
、
今
も
導
い
て
下
さ
っ

て
い
ま
す
。 

 

社
会
の
皆
さ
ん 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 
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ご
先
祖
さ
ま
、
家
族
の
皆
さ
ん 

 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
南
無
妙
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華
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寿
量
の
祈
り(

感
謝
と
敬
意)

を
毎
日
声
に
出
し
て

み
ま
せ
ん
か
。
そ
し
て
継
続
し
て
み
て
下
さ
い
。
何

が
起
こ
る
か
？ 

ま
ぁ
結
果
を
焦
ら
ず
、
寝
る
前
の

布
団
の
中
で
で
も
良
い
で
し
ょ
う
、
声
に
し
て
み
て

下
さ
い
。
一
年
間
継
続
し
た
ら
、
あ
な
た
に
何
か
が

起
こ
り
始
め
て
く
る
と
思
い
ま
す
。 

  

「
昌
子
さ
ん 

こ
の
怒
り
を
ど
う
や

っ
て
鎮
め
れ
ば
い
い
ん
で
す
か
ぁ
？
」

と
、
若
い
人
と
の
会
話
で
す
。「
一
体 

何
が
あ
っ
た
の
？
」
と
、
ひ
と
通
り

話
を
聞
き
ま
し
た
。 

 

二
ケ
月
前
に
仕
事
上
の
ミ
ス
を
し

て
、
そ
れ
以
後 

自
分
な
り
に
注
意
深

く
し
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
指
摘

さ
れ
、
そ
の
時
の
相

手
の
も
の
言
い
、
言

い

方

に

腹

が

立

つ
！
と
い
う
事
で

し
た
。 

「
な
る
程
ね
」
「
そ

う
い
う
言
い
方
に

腹
立
つ
ん
だ
よ
ね
」
と
私
。
い
ろ
い
ろ
話
を
聞
い
て

い
る
う
ち
に
気
持
ち
も
落
ち
着
い
て
き
た
様
子
で
す
。 

「
と
こ
ろ
で
、
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
こ
と
を

言
っ
て
く
る
人
が
現
れ
た
時
、
そ
の
姿
っ
て 

も
し
か

し
た
ら
自
分
の
心
の
中
に
も
あ
る
自
分
の
姿
の
ひ
と

つ
か
も
ね
」
、
「
え
～
っ
！ 

そ
れ
っ
て
何
で
す
か

ぁ
？
」、「
変
化(

へ
ん
げ)

の
人
か
も
よ
っ
」、「
…
…
」。 

 
 
 
 

✻ 

 

さ
て
こ
の
若
者
と
の
話
の
中
か
ら
は
大
切
な
気
付

き
も
あ
り
ま
し
た
。
人
に
対
し
て 

自
分
が
正
し
い
事

を
言
お
う
と
す
る
時
は
、
誰
か
を
傷
つ
け
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。 

ま
た
自
分
に
と
っ
て
「
良
い
人
」
も
「
悪
い
人
」
も

大
事
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
時
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
の
こ
と
は
直
ぐ
に
は
解
ら
な
い
け

れ
ど
。
与
え
ら
れ
た
中
で
、
何
時
だ
っ
て
感
謝
の
気

持
ち
を
続
け
て
い
た
い
と
思
い
ま
す
。 

本
年
も
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

―― ２ ―― 

万
年
青(

お
も
と) 

 



  

  

 

 

  

境
内
整
備 

 

今
年
も
大
勢

の
檀
家
の
皆
さ

ん
に
境
内
を
整

備
し
て
頂
き
ま

し
た
。
年
末
の

作
業
は
清
水
①

の
皆
さ
ん
が
枝

打
ち
や
孟
宗
竹

の
伐
採
な
ど
に

汗
を
流
し
て
下

さ
い
ま
し
た
。 

十
二
日
講
の

皆
さ
ん
は
境
内

清
掃
で
す
。 

皆
さ
ん
の
ご

奉
仕
で
気
持
ち

良
く
清
々
し
い

正
月
を
迎
え
る

こ
と
が
で
き
ま 

 
 
 

し
た
。 

楠 

大
き
く 

 

久
し
ぶ
り
に
本
堂
西
側
急
斜
面
の
山
を
下
り
る
と
、

八
年
前
に
植
樹

し
た
楠
が
大
き

く
な
っ
て
い
ま

し
た
。
陽
が
当

た
ら
な
い
場
所

で
幹
は
細
い
の

で
す
が
、
そ
れ
な
り
に

成
長
し
て
周
り
か
ら

一
段
上
に
伸
び
て
陽

を
受
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

ツ
ル
を
切
っ
た
り
ま

わ
り
の
枝
を
払
っ
た

り
し
て
き
た
の
で
す

が
、
こ
ん
な
日
陰
で
も
成
長
し
て
い
る
姿
に
嬉
し
く

な
っ
た
の
で
す
。 

中
伊
豆
立
正
会 

 

年
末
の
中
伊
豆

立
正
会
の
大
題
目

は
法
住
寺
が
当
番

で
十
二
月
六
日
に

行
わ
れ
ま
し
た
。
山

下
一
さ
ん
に
は
会

長
を
一
年
間
お
勤

め
頂
き
ま
し
て
、
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

本
年
は
山
下
英
子
さ
ん
が
副
会
長
を
お
勤
め
下
さ

い
ま
す
。
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

ブ
ロ
グ
よ
り 

 

お
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ブ
ロ
グ
よ
り
。 

『 
12

月14

日 
 

惚
れ
る
、
惚
け
る 

ど
う
で
も
い
い
よ
う
な
本
を
読
ん
で
い
た
ら
、
び

っ
く
り
。
「
惚
れ
る(

ほ
れ
る)

」
と
「
惚
け
る(

ぼ
け

る)

」
は
同
じ
字
な
ん
で
す
ね
ェ

。 

  

チ
ョ
ッ
ト
気
に
な
っ
て
角
川
・
漢
和
中
辞
典
で
「
惚
」

を
調
べ
る
と
、
う
っ
と
り
す
る
。
見
と
れ
る
。
ほ
の

か
。
ほ
れ
る
。
等
が
出
て
い
た
の
で
す
が
、
ボ
ケ
ル 

が
な
い
の
で
す
。 

そ
こ
で(

諸
橋)

大
漢
和
辞
典
を
久
々
に
取
り
出
し

た
の
で
す
。
こ
ち
ら
も
に
も
ボ
ケ
ル
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
ち
な
み
に
「
呆(

ぼ)

け
る
」
は
バ
カ
の
意

味
と
か
。 

そ
ん
な
こ
と
よ
り
何
十
年
ぶ
り
に
大
漢
和
辞
典
を

取
り
出
し
た
こ
と
が
感

慨
深
か
っ
た
の
で
す
。

こ
の
辞
典
は
学
生
の
頃
、

親
に
せ
が
ん
で
無
理
し

て
買
っ
た
の
で
す
が
…
、

書
棚
の
こ
や
し
・
飾
り

に
な
っ
て
い
て
、
今
で

は
飾
り
ど
こ
ろ
か
何
と

(

右) 

平
成2

1

年
、(

左) 

平
成2

7

年 

立
正
会 

山
下
一
会
長
の
あ
い
さ
つ 

――  ３  ―

― 



御
志
納
金
［
十
一
月
～
十
二
月
］ 

小
川 

 

室
野 

泉 

殿 

尊
父
葬
儀
砌 

大
京 

 

松
本
之
雄
殿 

尊
父
葬
儀
砌 

奈
良
県  

手
島
亜
紀
殿 

尊
母
葬
儀
砌 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

尊
父
追
善
供
養
砌 

 

元
村 

 

飯
田
安
久
殿 

尊
父
七
回
忌
砌 

函
南
町 

塩
田
研
士
殿 

尊
祖
母
七
回
忌
砌 

か
処
分
し
て
と
云
わ
れ
そ
う
な
存
在
な
の
で
す
。
昭

和
四
十
三
年
の
出
版
、
初
版
は
昭
和
三
十
二
年
で
す
。 

 

そ
も
そ
も
十
二
巻
に
索
引
が
つ
い
て
全
部
で
十
三

巻
の
大
著
。
も
う
「
惚
」
の
字
に
行
き
着
く
の
に
虫

眼
鏡
を
取
り
に
行
っ
た
り
、
や
っ
ぱ
り
メ
ガ
ネ
の
方

が
見
易
い
と
取
り
に
行
っ
た
り
…
。
惚(

ぼ)

け
は
じ

め
た
か
な

。
』 

  

一
月
三
十
一
日(

日)

午
後
二
時 

 

何
と
も
気
持
ち
良
く
迫
力
の
あ
る
お
経
で
す
。
お

申
し
込
み
は
別
紙
ま
た
は
直
接
お
電
話
し
て
下
さ
い
。 

 

 

昨
年
は
、
大
荒
行
堂
二
百
日
の
成
満
、
十
三
年
目

を
迎
え
る
寺
子
屋
、
七
面
山
登
詣
団
参
、
白
龍
會
の

池
上
万
灯
行
列
参
加
、
御
会
式
万
灯
、
そ
の
ほ
か
多

く
の
お
寺
の
行
事
で
、
本
当
に
沢
山
の
お
陰
さ
ま
を

皆
さ
ま
か
ら
頂
き
ま
し
た
。
改
め
て
、
こ
の
よ
う
な

縁
を
下
さ
っ
た
仏
天
と
皆
さ
ま
に
感
謝
し
て
お
り
ま

す
。「
合
掌
・
九
拝
」
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 
 
 
 

✻ 

 

お
寺
で
の
一
日
は
、
ま
ず
本
堂
で
の
朝
勤
か
ら
始

ま
り
ま
す
。
本
堂
の
戸
を
開
け
放
ち
早
朝
の
清
浄
な

空
気
を
入
れ
、
仏
さ
ま
、
日
蓮
大
聖
人
、
皆
さ
ま
の

ご
先
祖
さ
ま
に
お
経
と
お
題
目
を
お
あ
げ
し
ま
す
。

そ
し
て
最
後
に
、
鬼
子
母
尊
神
を
は
じ
め
と
す
る
守

護
の
諸
天
善
神
に
皆
さ
ま
の
今
日
一
日
を
祈
願
す
る

の
で
す
。 

 

た
だ
私
は
そ
の
朝
勤
の
前
に
必
ず
す
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
大
玄
関
を
開
け
、
玄
関
が
汚
れ
て

い
な
い
か
を
チ
ェ
ッ
ク
。(

今
日
は
朝
勤
後
の
掃
除
は

大
変
だ)
と
か(

今
日
は
そ
ん
な
に
汚
れ
て
な
い
か
ら

良
か
っ
た)
な
ど
と
思
っ
て
し
ま
う
の
は
、
ま
だ
ま
だ

未
熟
な
こ
と
と
反
省
。 

 
 
 
 

✻ 

 

そ
ん
な
あ
る
日
、
今
朝
は
玄
関
が
汚
れ
て
い
な
か

っ
た
の
で(

玄
関
掃
除
は
い
い
か)

と
思
い
法
務
に
出

か
け
ま
し
た
。
法
務
か
ら
帰
る
と
何
か
玄
関
に
重
い

空
気
が
あ
る
気
が
す
る
の
で
す
。
見
た
目
は
い
つ
も

と
変
わ
ら
な
い
玄
関
な
の
に
何
か
暗
く
感
じ
る
の
で

す
。
そ
こ
で
次
の
日
は
、
見
た
目
は
汚
れ
て
い
な
い

玄
関
を
掃
き
法
務
に
出
か
け
ま
し
た
。
今
日
は
ど
う

か
と
思
い
帰
っ
て
く
る
と
、
玄
関
に
日
が
射
し
て
い

る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
れ
は
ま
る
で
後
光
が
射

し
た
か
の
よ
う
に
気
持
ち
よ
く
清
々
し
い
光
景
。
ま

る
で
仏
さ
ま
方
が
出
迎
え
て
下
さ
っ
て
い
る
か
の
よ

う
に
感
じ
、
本
当
に
ハ
ッ
と
し
ま
し
た
。 

 

そ
れ
以
来
、
玄
関
が
汚
れ
て
い
な
く
て
も
掃
除
を

し
て
い
ま
す
。
玄
関
は
、
住
ま
い
の
顔
・
生
活
の
出

入
り
口
で
あ
る
と
同
時
に
、
い
ろ
い
ろ
な
方
々
が
出

入
り
し
ま
す
。
で
す
か
ら
玄
関
に
は
い
ろ
い
ろ
な
気

も
溜
ま
る
。
ゴ
ミ
や
塵
が
落
ち
て
い
る
か
ど
う
か
の

見
た
目
だ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
玄
関
を
掃
く
、
拭

く
と
い
う
こ
と
は
、
魔
を
払
う
と
い
う
事
、
そ
う
い

っ
た
目
に
見
え
な
い
溜
ま
っ
た
気
も
掃
い
て
払
っ
て

い
る
の
で
す
。
こ
れ
が
「
清
浄
な
と
こ
ろ
に
は
仏
天

が
住
み
、
魔
は
入
れ
な
い
」
に
繋
が
っ
て
い
く
の
で

す
。 

 
 
 
 

✻ 

 

昨
年
は
、
よ
く
住
職
に
「
本
当
に
出
来
な
い
こ
と

は
仕
方
な
い
が
、
た
だ
面
倒
だ
と
思
っ
て
や
ら
な
い

の
な
ら
や
っ
た
方
が
良
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
確

か
に
玄
関
掃
除
一
つ
と
っ
て
も
、
い
ろ
い
ろ
突
き
詰

め
て
い
く
と
面
倒
と
思
う
こ
と
ほ
ど
大
切
な
事
が
多

か
っ
た
り
し
ま
す
。
今
年
は
「
面
倒
と
思
っ
た
こ
と

を
一
つ
で
も
実
行
す
る
」
を
心
が
け
、
一
人
で
も
多

く
の
方
が
気
持
ち
よ
く
お
参
り
出
来
ま
す
よ
う
、

日
々
掃
除
と
山
務
に
精
進
し
て
参
り
ま
す
。
本
年
も

皆
さ
ま
の
笑
顔
の
お
参
り
を
心
よ
り
お
待
ち
し
て
お

り
ま
す
。 

―― ４ ―― 


