
                         

                        

                        

春
、
三
月
が
近
い
と
は
い

え
、
寒
さ
一
段
と
厳
し
い
な

か
、
境
内
の
白
モ
ク
レ
ン
の

つ
ぼ
み
が
大
き
く
な
っ
て
い

る
の
に
気
付
い
た
。
寒
さ
の

中
に
縮
ん
で
い
た
私
の
い
の

ち
が
何
か
ホ
ッ
と
す
る
の
を

感
じ
る
。
境
内
に
は
市
の
文

化
財
に
指
定
さ
れ
た
三
本
の

枝
垂
れ
桜
が
あ
る
が
、
そ
の

中
の
一
本
の
幹
は
空
洞
で
薄

皮
一
枚
で
も
っ
て
い
る
状
態

で
あ
る
。
樹
医
さ
ん
に
よ
れ

ば
、
人
間
で
い
え
ば
九
十
歳

以
上
で
手
当
の
し
よ
う
が
な

い
と
い
う
。
し
か
し
こ
の
桜

が
毎
年
一
番
花
付
き
が
よ
く

き
れ
い
に
咲
い
て
く
れ
る
。

老
病
死
す
る
い
の
ち
を
生
き

る
の
は
人
間
だ
け
で
な
く
、

い
の
ち
あ
る
も
の
す
べ
て
の

す
が
た
で
あ
る
。
し
か
し
人

間
だ
け
が
老
病
死
す
る
い
の

ち
に
愚
癡
や
文
句
を
つ
け
る

の
で
あ
る
。
老
病
死
す
る
い

の
ち
の
ま
ま
に
美
し
い
花
を

咲
か
せ
る
老
木
に
恥
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
（
住
職
） 

い 願 の 
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修復が終わったご本山のお内陣  

お
内
陣
修
復
と 

宗
祖
親
鸞
聖
人
七
五
〇
回 

 
御
遠
忌
に
あ
た
っ
て 

昨
年
三
月
の
世
話
方
集
会
で
ご
賛
同
い
た
だ
き

ま
し
た
よ
う
に
、
い
よ
い
よ
来
年
四
月
二
十
七
日

に
親
鸞
聖
人
の
七
五
〇
回
御
遠
忌
を
勤
め
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
そ
れ
に
先
立
ち
、
お
内
陣
の
修

復
の
た
め
、
二
月
二
日
に
世
話
方
さ
ん
と
武
周
の

方
々
に
お
参
り
い
た
だ
き
、
ご
本
尊
を
仏
間
へ
お

移
し
す
る
動
座
法
要
を
つ
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
七
月
の
永
代
経
ま
で
、
ご
不
便
を
お
か

け
し
ま
す
が
仏
間
を
仮
の
本
堂
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。 

内
陣
は
、
以
前
い
つ
頃
修
復
さ
れ
た
の
か
分
か

り
ま
せ
ん
が
、
ご
本
尊
を
安
置
す
る
ご
宮
殿
の
痛

み
が
最
も
ひ
ど
く
、
金
箔
が
は
が
れ
、
黒
ず
ん
で

い
る
箇
所
が
か
な
り
あ
り
、
ま
た
土
台
の
部
分
に

虫
く
い
が
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
正
面
の
欄
間
も
色

彩
が
は
が
れ
、
彫
刻
も
部
分
的
に
欠
落
し
て
い
る

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
の
で
修
復
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。 

お
内
陣
に
つ
い
て 

 

お
内
陣
は
ご
本
尊
阿
弥
陀
仏
を
安
置
す
る
と
こ

ろ
で
す
が
、
他
宗
と
は
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。

他
宗
の
お
内
陣
に
は
金
箔
が
張
ら
れ
て
い
ま
せ
ん

が
、
真
宗
の
お
内
陣
は
金
箔
が
張
ら
れ
金
色
に
光

っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
お
内
陣
は
阿
弥
陀
仏
の
浄

土
を
表
わ
し
永
遠
に
変
わ
ら
な
い
真
実
を
表
し
て

い
る
の
で
す
。
お
浄
土
は
阿
弥
陀
仏
の
願
心
荘
厳

の
世
界
で
阿
弥
陀
仏
の
お
こ
こ
ろ
で
荘
厳
さ
れ
て

い
る
世
界
で
す
。
お
荘
厳
と
は
形
の
な
い
も
の
が

私
た
ち
凡
夫
に
見
え
る
よ
う
に
形
を
表
し
て
下
さ

っ
た
も
の
で
、
私
た
ち
は
内
陣
の
輪
灯
や
、
お
ろ

う
そ
く
の
光
、
ま
た
お
香
の
香
り
や
お
花
の
い
の

ち
に
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
の

お
慈
悲
や
智
慧
に
ふ
れ
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
。 

そ
し
て
も
う
一
つ
他
宗
と
の
違
い
は
、
真
宗
の

お
内
陣
は
私
た
ち
が
お
参
り
す
る
外
陣
と
は
一
段

高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
阿
弥
陀
仏

の
浄
土
と
私
た
ち
凡
夫
が
住
む
娑
婆
世
界
と
の
分

限
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。
私
た
ち
は
ど
れ
だ
け

努
力
し
て
頑
張
っ
て
も
、
こ
の
世
が
浄
土
に
な
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ま
し
て
や
私
た
ち
凡
夫

が
仏
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は
こ

の
分
限
を
し
っ
か
り
と
自
覚
し
、
こ
の
迷
い
の
娑

婆
に
身
を
据
え
て
、
お
浄
土
に
真
向
か
い
に
な
っ

て
、
手
を
合
わ
せ
阿
弥
陀
仏
の
ご
本
願
を
聴
聞
さ

せ
て
い
た
だ
く
の
で
す
。
私
た
ち
の
先
祖
の
方
々

は
、
数
百
年
前
か
ら
こ
の
お
内
陣
に
向
か
っ
て
手

を
合
わ
せ
仏
法
聴
聞
し
て
こ
ら
れ
た
の
で
す
。
そ

の
よ
う
な
尊
い
歴
史
を
も
つ
お
内
陣
を
、
今
回
ご

遠
忌
に
向
け
て
修
復
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
は
、

ま
こ
と
に
意
義
深
い
も
の
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

 ご
遠
忌
に
つ
い
て 

ご
遠
忌
は
五
十
年
ご
と
に
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ

く
宗
祖
親
鸞
聖
人
の
ご
法
事
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
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源
を
尋
ね
れ
ば
、
親
鸞
聖
人
ご
自
身
、
師
・
法
然 

上
人
の
ご
命
日
に
人
々
と
寄
り
合
い
、
お
勤
め
を

し
、
仏
法
を
聴
聞
し
、
語
り
合
っ
て
き
た
こ
と
に

あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
生
涯
、
日
々

に
新
し
く
感
動
を
も
っ
て
、
法
然
上
人
の
お
説
き

に
な
っ
た
お
念
仏
の
教
え
を
聞
い
て
い
か
れ
ま
し

た
が
、
そ
れ
が
法
然
上
人
の
ご
命
日
で
あ
る
二
十

五
日
の
集
い
で
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
親
鸞
聖

人
な
き
後
、
お
弟
子
や
お
同
行
た
ち
は
、
聖
人
の

ご
命
日
で
あ
る
二
十
八
日
に
寄
り
合
い
お
勤
め
を

し
、
仏
法
を
聴
聞
し
、
語
り
合
っ
て
い
か
れ
た
の

で
す
が
、
そ
れ
が
「
講
」
の
始
ま
り
で
、
今
日
の

浄
土
真
宗
の
原
点
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
や
が
て

聖
人
の
祥
月
命
日
で
あ
る
十
一
月
二
十
八
日
に
報

恩
講
を
つ
と
め
て
、
聖
人
の
ご
恩
徳
を
偲
び
、
ご

法
義
を
語
り
合
い
、
お
念
仏
を
相
続
し
て
き
た
の

で
す
。
そ
し
て
五
十
年
毎
の
御
遠
忌
が
つ
と
ま
る

よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
聖
人
滅
後
三
百
年
頃
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
最
近
つ
と
ま
っ
た
の
は
昭
和
三

十
六
年
、
七
百
回
御
遠
忌
が
各
ご
本
山
で
盛
大
に

つ
と
ま
り
、
京
都
の
町
は
数
百
万
人
の
参
詣
で
あ

ふ
れ
返
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
当
寺
に
お
き

ま
し
て
も
昭
和
三
十
七
年
に
ご
門
主
を
お
迎
え
し

て
賑
や
か
に
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
で
す
。 

 

宗
祖
と
し
て
の
親
鸞
聖
人 

 

浄
土
真
宗
と
い
う
の
は
、
親
鸞
聖
人
が
『
大
無

量
寿
経
』
に
説
か
れ
た
本
願
念
仏
の
み
教
え
に
つ

け
た
名
前
で
あ
っ
て
、
一
宗
一
派
を
表
す
名
前
で

は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ま
た
、
聖
人
も
一
宗
一
派
を

た
て
る
意
図
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

で
は
何
故
、
親
鸞
聖
人
を
浄
土
真
宗
を
開
か
れ

た
宗
祖
と
お
敬
い
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は

親
鸞
聖
人
と
い
う
方
を
一
言
で
表
す
な
ら
ば
、
浄

土
真
宗
と
い
う
仏
道
を
顕
か
に
す
る
た
め
に
九
十

年
と
い
う
長
い
人
生
を
捧
げ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
し
て
浄
土
真
宗
と
名
づ
け
た
『
大
無
量

寿
経
』
に
説
か
れ
た
本
願
念
仏
の
み
教
え
が
一
切

の
衆
生
を
救
う
大
乗
仏
教
の
中
の
至
極
で
あ
る
こ

と
を
世
の
中
に
示
し
、
後
の
世
に
残
さ
ん
が
た
め

に
、
あ
ら
ゆ
る
、
経
・
論
・
釈
の
中
か
ら
そ
れ
を

証
明
す
る
も
の
を
集
め
て
『
教
行
信
証
』
六
巻
を

完
成
さ
せ
た
こ
と
で
す
。
こ
こ
に
、
浄
土
真
宗
が

成
立
し
、
親
鸞
聖
人
を
宗
祖
と
お
呼
び
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
す
。 

 

浄
土
真
宗
の
み
教
え
は
、「
お
念
仏
申
す
人
生
を

歩
む
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
私
た
ち
は

お
念
仏
申
す
と
い
う
こ
と
が
受
け
取
れ
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
こ
と
で
た
す
か
る
と
は
思
え
な
い
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
私
が
お
念
仏
申
す
と
い
う
と
こ
ろ

に
、
法
蔵
因
位
の
願
心
が
か
け
ら
れ
、
十
劫
と
い

う
長
い
時
を
か
け
て
「
我
が
名
を
称
え
て
く
れ
」

と
願
わ
れ
、
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
お

念
仏
申
さ
せ
て
い
た
だ
く
背
後
に
働
く
如
来
の
真

実
に
目
覚
め
、
如
来
の
恩
徳
を
深
く
い
た
だ
い
て

い
か
れ
た
の
が
親
鸞
聖
人
で
し
た
。 

 

私
に
と
っ
て
御
遠
忌
と
は 

 

私
た
ち
は
親
鸞
聖
人
の
七
百
五
十
回
御
遠
忌
が

つ
と
ま
る
と
い
っ
て
も
、
何
か
よ
そ
事
の
よ
う
に
、

自
分
と
直
接
関
係
な
い
も
の
と
思
っ
て
お
ら
れ
る

方
が
お
ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
一

ご本山での親鸞聖人 750 回  

大遠忌（平成 23 年 5 月）  
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生
に
一
度
遇
わ
れ
る
か
遇
わ
れ
な
い
か
の
大
切
な

法
要
が
一
過
性
の
イ
ベ
ン
ト
に
な
っ
て
し
ま
う
恐

れ
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
御
遠
忌
を
迎
え
る
に

当
っ
て
一
人
一
人
が
聞
法
を
通
し
て
、
浄
土
真
宗

と
い
う
私
た
ち
凡
夫
が
た
す
か
っ
て
い
く
真
実
の

み
教
え
を
顕
ら
か
に
し
て
下
さ
っ
た
宗
祖
と
し
て

の
親
鸞
聖
人
に
出
遇
わ
せ
て
い
た
だ
か
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。
そ
し
て
よ
き
師
、
親
鸞
聖
人
の
お
導
き

の
中
に
、
お
念
仏
申
し
て
生
き
る
こ
と
の
深
い
恩

徳
の
思
い
の
中
に
、
御
遠
忌
を
つ
と
め
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

こ
の
御
遠
忌
法
要
が
、
七
百
五
十
年
の
時
を
超

え
て
、
こ
の
現
代
と
い
う
深
い
闇
を
抱
え
た
時
代

を
生
き
る
私
た
ち
に
、
今
現
在
説
法
し
て
い
て
下

さ
っ
て
い
る
宗
祖
親
鸞
聖
人
に
出
遇
わ
せ
て
い
た

だ
く
場
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。 

 

親
鸞
聖
人
に
遇
う 

 

親
鸞
聖
人
と
い
う
と
な
か
な
か
近
寄
り
難
い
印

象
を
も
た
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
聖
人
は
一

生
愚
か
者
と
名
告
っ
て
い
な
か
の
人
々
と
共
に
生

き
ら
れ
た
方
で
す
。
親
鸞
聖
人
が
ご
往
生
さ
れ
て

七
百
五
十
年
た
ち
ま
し
た
が
、
聖
人
の
お
こ
と
ば

や
生
き
ざ
ま
、
ま
た
味
わ
わ
れ
た
苦
悩
を
と
お
し

て
、
私
た
ち
は
い
つ
で
も
親
鸞
聖
人
に
お
遇
い
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。 

 

そ
の
一
つ
の
例
と
し
て
、
藤
田
ジ
ャ
ク
リ
ー
ン

さ
ん
を
あ
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ジ
ャ
ク
リ
ー
ン

さ
ん
は
フ
ラ
ン
ス
の
方
で
少
女
時
代
パ
リ
の
図
書

館
で
『
歎
異
抄
』
に
出
遇
い
深
い
感
動
を
お
ぼ
え

た
の
で
す
。
そ
れ
は
第
二
条
の 

 

念
仏
は
、
ま
こ
と
に
浄
土
に
う
ま
る
る
た

ね
に
て
や
は
ん
べ
る
ら
ん
。
ま
た
地
獄
に
落

つ
べ
き
業
に
や
は
ん
べ
る
ら
ん
。
総
じ
て
も

っ
て
存
知
せ
ざ
る
な
り
。
た
と
い
、
法
然
上

人
に
す
か
さ
れ
ま
い
ら
せ
て
、
念
仏
し
て
地

獄
に
お
ち
た
り
と
も
、
さ
ら
に
後
悔
す
べ
か

ら
ず
そ
う
ろ
う 

の
部
分
で
す
。 

こ
こ
に
は
キ
リ
ス
ト
教
で
は
考
え
ら
れ
な
い
、

念
仏
に
お
け
る
絶
対
的
な
純
粋
な
信
、
ま
た
親
鸞

聖
人
と
法
然
上
人
と
の
師
弟
関
係
が
語
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
お
言
葉
を
語
る
親
鸞
お
じ
さ

ん
と
は
ど
の
よ
う
な
方
な
の
か
是
非
お
会
い
し
た

い
と
ア
ル
バ
イ
ト
で
お
金
を
た
め
、
シ
ベ
リ
ヤ
鉄

道
で
日
本
へ
や
っ
て
来
ら
れ
た
の
で
す
。
し
か
し

親
鸞
お
じ
さ
ん
は
七
百
数
十
年
前
に
お
亡
く
な
り

に
な
っ
た
方
で
あ
る
と
聞
い
て
非
常
に
が
っ
か
り

さ
れ
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
ジ
ャ
ク
リ
ー
ン
さ

ん
は
そ
の
後
聞
法
に
励
み
念
仏
者
に
な
っ
て
い
か

れ
ま
し
た
。
東
別
院
で
お
話
し
を
聞
か
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
が
、
外
国
か
ら
来
ら
れ
た
方
が
、
こ

れ
だ
け
真
宗
を
理
解
し
お
念
仏
を
い
た
だ
い
て
お

ら
れ
る
の
か
と
感
動
し
た
こ
と
で
し
た
。 

 

お
わ
り
に 

 

こ
の
度
の
親
鸞
聖
人
七
五
〇
回
御
遠
忌
は
十
年

計
画
を
立
て
、
費
用
を
積
み
立
て
て
ま
い
り
ま
し

た
が
、
十
年
は
長
す
ぎ
る
と
い
う
ご
意
見
が
出
て

三
年
繰
り
上
げ
て
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
そ
の
為
、
費
用
が
不
足
す
る
と
い

う
問
題
が
出
て
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
お
同
行
の

皆
様
の
ご
懇
志
の
ご
協
力
を
お
願
い
す
る
次
第
で

す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 

（
住
職
） 

  
 

西雲寺のお内陣 (修復前 ) 
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動
座
法
要 

（
二
月
二
日
） 

阿弥陀様と仏具を仏間へ移しました。  

みなさん、マスクと手袋をつけています  

お御堂で最後のおつとめ  

七月の永代経まで、仏間が仮のお御堂です。 
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も
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
お
陰
で
今
で
は
お
講
様
の
お

調
子
取
り
も
出
来
る
程
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
「
御
恩
」

だ
と
思
い
ま
す
。 

周
り
の
皆
様
の
「
御
恩
」
、
家
族
の
「
恩
」
、
女
房
の
「
恩
」

そ
れ
が
こ
の
年
に
な
っ
て
少
し
ず
つ
解
る
よ
う
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。 

法
要
を
終
え
て
酒
席
の
場
で
先
輩
の
方
々
か
ら
「
お
前
は

な
ぁ
」
と
い
う
言
葉
を
沢
山
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
の
言
葉
の

う
ち
に
は
「
あ
ぁ
成
る
程
な
ぁ
」
と
感
じ
る
こ
と
ば
か
り
で

す
。
そ
の
言
葉
を
聞
き
な
が
ら
、
周
り
の
皆
様
が
陰
に
な
り

日
向
に
な
っ
て
教
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
、
ひ
し
ひ
し
と

身
に
し
み
ま
し
た
。
こ
れ
が
皆
様
方
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
御

恩
だ
な
ぁ
」
と
心
の
底
か
ら
思
い
ま
し
た
。
己
一
人
で
は
何

も
で
き
な
い
者
が
周
り
の
皆
様
の
「
御
恩
」
家
族
の
「
御
恩
」

が
有
る
が
故
に
生
き
る
事
が
出
来
る
の
だ
と
つ
く
づ
く
思
い

ま
し
た
。
こ
の
「
御
恩
」
に
報
い
る
た
め
に
も
増
々 

精
進
し
て
仏
法
も
、
己
の
人
生 

も
、
又
、
周
り
の
皆
様
に
も
家 

族
も
大
切
に
し
て
生
き
た
い
と 

思
い
ま
す
。 

  
坪
谷
町 

細
川
信
行
（
七
十
一
才
） 

                                    

                                    

                      
 

 

父
親
の
三
十
三
回
忌
を
終
え
て
恩
を
知
る 

 
先
般
、
父
親
の
三
十
三
回
忌
の
法
要
を
い
た
し
ま
し
た
。
そ

の
折
、
参
集
さ
れ
た
お
客
様
と
の
話
と
、
私
の
心
の
中
の
思
い

を
、
す
こ
し
な
が
ら
と
思
い
ペ
ン
を
取
り
ま
し
た
。 

父
親
は
明
治
三
十
二
年
生
ま
れ
で
、
先
の
大
東
亜
戦
争
に
参

戦
し
、
昭
和
十
一
年
に
シ
ベ
リ
ア
に
出
兵
し
、
何
年
か
御
国
の

た
め
に
働
き
、
怪
我
も
な
く
無
事
退
役
し
て
、
そ
の
後
は
自
宅

に
て
農
業
に
精
を
出
し
て
お
り
ま
し
た
。
私
が
生
ま
れ
た
の
は
、

昭
和
十
六
年
で
す
。
学
校
を
卒
業
し
て
か
ら
は
父
の
跡
を
継
ぎ
、

農
業
に
励
ん
で
き
ま
し
た
。
私
は
若
気
の
至
り
で
粗
相
で
早
く

終
わ
ら
せ
て
遊
び
に
行
く
こ
と
ば
か
り
で
し
た
。
そ
こ
で
父
親

の
一
言
「
後
で
手
直
し
を
す
る
様
な
仕
事
は
す
る
な
、
少
々
遅

く
な
っ
て
も
手
直
し
を
し
な
く
て
も
良
い
仕
事
を
し
ろ
」
と
怒

ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
は
そ
の
こ
と
を
気
に
か
け
ず
聞
き
流
し

て
い
ま
し
た
。
で
も
、
そ
の
父
親
の
言
葉
が
頭
の
片
隅
に
あ
り

今
日
の
日
々
も
仕
事
に
励
ん
で
お
り
ま
す
。 

前
置
き
は
こ
の
く
ら
い
で
、
何
が
言
い
た
い
か
と
い
う
と

色
々
な
事
で
親
の
「
恩
」
を
感
じ
て
い
る
か
ら
で
す
。
私
が
今

で
も
農
業
が
で
き
る
の
は
先
祖
、
両
親
の
「
御
恩
」
だ
と
思
い

ま
す
。 

私
は
坪
谷
の
仏
光
寺
派
の
道
場
の
隣
に
住
ん
で
お
り
ま
す
。

そ
れ
が
ご
縁
で
門
前
の
小
僧
で
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
毎
朝
お
講
屋

番
の
人
の
上
げ
ら
れ
る
「
正
信
偈
」
で
目
が
覚
め
て
い
ま
し
た
。

父
曰
く
、「
間
違
え
て
も
よ
い
か
ら
大
き
な
声
で
言
え
」
と
何
時
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私
た
ち
が
人
生
を
歩
む
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
い
ろ
ん

な
、
苦
し
み
や
悩
み
、
悲
し
み
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
な
か
で
私

た
ち
が
一
番
悩
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
人
間
関
係
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
職
場
や
友
達
関
係
も
あ
り
ま
す
が
、
や
は

り
家
族
間
に
お
け
る
人
間
関
係
で
し
ょ
う
。
親
子
関
係
、
夫
婦

関
係
、
嫁
姑
関
係
で
す
。
う
ま
く
い
っ
て
い
る
時
は
幸
せ
で
す

が
、
一
つ
間
違
う
と
家
族
が
憎
し
み
の
場
と
な
り
ま
す
。
な
か

で
も
嫁
姑
の
仲
は
永
遠
の
問
題
と
い
わ
れ
ま
す
。 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
人
生
に
お
け
る
悩
み
苦
し
み
が
ご
縁

と
な
っ
て
聞
法
の
道
を
歩
ま
せ
て
い
た
だ
く
時
、
人
と
人
と
の

関
係
の
あ
り
方
が
変
わ
っ
て
く
る
の
で
す
。
相
手
の
人
が
変
わ

る
の
で
な
く
、
関
係
の
あ
り
方
が
転
ぜ
ら
れ
て
い
く
、
周
り
に

い
る
人
を
自
分
を
苦
し
め
る
存
在
と
し
か
見
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
な
く
し
て
仏
道
に
出
遇
う
こ
と

も
な
け
れ
ば
、
歩
ん
で
い
く
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
が
、
諸
仏
と
し
て
出
遇
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
お
念
仏
申
し

て
い
く
世
界
は
、
周
り
の
人
を
亡
く
な
っ
た
先
祖
の
方
々
を
諸

仏
と
し
て
見
出
し
て
い
く
広
い
世
界
な
の
で
す
。(

住
職
） 

山門掲示板  
 
 

母
ナ
ツ
さ
ん
へ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

私
の
ひ
と
り
事 

 亡
く
な
っ
て
か
ら
十
七
年
も
す
ぎ 

や
が
て
二
十
三
年
に
も
な
り
ま
す 

な
ぜ
か 

今 

あ
な
た
の
こ
と
が 

よ
く
思
い
う
か
ん
で
き
ま
す 

あ
な
た
は 

自
分
の
事
は 

な
り
ふ
り
か
ま
わ
ず
働
き 

私
た
ち
や 

人
の
た
め
に 

つ
く
し
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す 

す
こ
し
は 

た
の
し
い
こ
と
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か 

な
ん
に
も 

し
て
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
私 

と
て
も
く
や
ん
で
な
り
ま
せ
ん 

今
は 

佛
さ
ま
に
な
っ
た
ば
あ
ち
ゃ
ん 

あ
な
た
の
よ
う
な 

生
き
か
た
を
少
し
で
も
と 

思
っ
た
だ
け
で 

で
き
な
か
っ
た
私 

家
の
報
恩
講
の
お
つ
と
め
を
し
て
も
ら
い
な
が
ら 

あ
な
た
の
こ
と
を
思
い
あ
り
が
た
く 

自
分
の
お
ろ
か
さ
に 

涙
が
で
る
思
い
で
し
た 

で
も 

私
は 

ま
だ 

あ
な
た
に
甘
え
た
い
で
す 

佛
さ
ま
に
な
っ
た 

ば
あ
ち
ゃ
ん 

私
た
ち
を
見
ま
も
っ
て
下
さ
い 

な
ま
ん
だ
ぶ 

 

な
ま
ん
だ
ぶ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

芳
子 
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次世代の方、分家された方に！ 
お寺から郵送いたします。どうぞ

ご遠慮なくお申し出下さい。 

 

みなさんの声 大募集！ 
原稿や作品はもちろん、ご意見、

ご感想など、どしどしお寄せ下さい。

郵送でもメールでも構いません。お

待ちしております。  

修
復
作
業
が
始
ま
り
ま
し
た 

修復のため次々と運び出されま

した。大屋根は大きすぎて出せ

ないため二分割されました。  

欄間も外されました。痛みが激しく、

少しさわっただけでも細工がぽろぽ

ろ取れてしまいます。  

永代経の頃、きれいになったお御堂

でお参りする日が待ち遠しいです。 

西
別
所
町 

釈
真
光
妙
映 
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高
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別
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釈
真
光
妙
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派
の
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で
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