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先
⽇
︑
通
⾏
許
可
の
申
請
の
た
め
に
浦
和
警
察
署
に
⾏

き
ま
し
た
︒
対
応
し
て
下
さ
<
た
の
は
⼥
性
の
警
察
官
で

し
た
︒も
ち
ろ
ん
︑職
業
柄
致
し
⽅
な
い
こ
と
か
も
知
れ
ま

せ
ん
が
︑
⼤
変
失
礼
な
が
ら
︑
ま
た
勝
⼿
な
イ
メ
]
ジ
で
︑

ど
う
し
て
も
警
察
の
⽅
は
⾼
圧
的
か
つ
お
役
所
的
対
応
を

さ
れ
る
イ
メ
]
ジ
が
あ
り
ま
し
た
︒し
か
し
︑こ
の
対
応
を 

１ 

圓 藏 寺 新 聞 

おおいちょう 
 

圓藏寺新聞 ⼤銀杏 

日蓮大聖人のお言葉に触れ、日々の生活の指針を求めたいと思います。 
このお言葉は、弘安３年(1280年)大聖人59歳の時、信徒へ送られ
たお手紙の一説です。身の処し方、対人関係を良好にする秘訣などを
お説きなされています。 
 

し
て
く
だ
さ
<
た
警
察
官
は
良
い
意
味
で
フ
ラ
ン
ク
で
あ
り
︑こ
ち
ら
の
要
望
や

質
問
に
も
丁
寧
に
応
え
て
下
さ
い
ま
し
た
︒
お
そ
ら
く
︑
⼀
⽇
通
じ
て
警
察
署
に

は
様
々
な
⽅
が
訪
れ
る
で
し
�
う
︒な
か
に
は
ク
レ
]
マ
]
の
よ
う
に
⾼
圧
的
に

来
る
⽅
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑き
<
と
こ
の
警
察
官
は
ど
な
た
に
対
し
て

も
笑
顔
で
接
し
︑
相
⼿
の
想
い
を
し
<
か
り
と
受
け
⽌
め
て
い
る
の
で
し
�
う
︒ 

 
私
⾃
⾝
︑
お
寺
と
い
う
環
境
に
お
り
ま
す
か
ら
︑
お
檀
家
様
を
始
め
︑
お
参
り

の
⽅
︑
ご
近
所
の
⽅
な
ど
沢
⼭
の
⽅
と
⽇
々
接
し
て
い
ま
す
︒
素
敵
な
対
応
に
警

察
署
を
気
持
ち
よ
く
出
た
後
︑⾃
分
⾃
⾝
の
⽇
頃
の
振
る
舞
い
は
ど
う
で
あ
<
た

か
と…

…

︑
猛
省
し
た
こ
と
は
⾔
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
︒ 

 
こ
の
お
⼿
紙
で
は
︑
⼤
聖
⼈
が
信
者
の
⽅
へ
︑
対
⼈
関
係
を
良
好
に
す
る
秘
訣

を
懇
切
丁
寧
に
教
諭
さ
れ
て
い
ま
す
︒﹁
⼈
に
偶
然
会
<
た
際
は
︑
⾯
倒
に
思
<

て
も
し
<
か
り
と
対
⾯
し
な
さ
い
︒笑
顔
に
な
れ
な
い
よ
う
な
時
で
も
あ
え
て
微

笑
み
な
さ
い
︒﹂
と
あ
り
ま
す
︒
ま
さ
に
︑
警
察
官
の
誠
実
な
対
応
を
思
い
出
す

内
容
で
す
︒
職
業
や
年
齢
に
関
係
な
く
︑
ど
な
た
で
あ
<
て
も
⼈
に
⾔
え
な
い
苦

労
や
悲
し
み
を
抱
え
︑
時
に
は
全
て
を
投
げ
出
し
た
く
な
る
事
も
あ
る
で
し
�

う
︒
し
か
し
︑
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
対
⾯
し
た
⼈
に
ぶ
つ
け
る
の
か
︑
ま
た
は
︑
⼤

聖
⼈
が
仰
る
よ
う
に
﹁
あ
え
て
﹂
笑
顔
で
接
す
る
の
か
︒
皆
様
は
ど
ち
ら
の
対
応

が
多
い
で
し
�
う
か
︒
私
は
︑
謙
遜
で
も
な
く
︑
ま
た
僧
侶
で
あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
︑
恥
ず
か
し
な
が
ら
前
者
の
ケ
]
ス
ば
か
り
で
は
と
反
省
致
し
ま
す
︒ 

⾟
い
と
き
で
も
笑
顔
を
作
る
と
︑⾃
分
⾃
⾝
の
⼼
も
笑
顔
に
な
る
と
い
う
デ
]

タ
が
あ
る
そ
う
で
す
︒
も
ち
ろ
ん
︑
⾟
い
と
き
に
し
<
か
り
と
泣
く
こ
と
も
必
要

で
す
︒
し
か
し
︑
そ
の
笑
顔
は
︑
き
<
と
周
り
の
⽅
は
も
ち
ろ
ん
︑
⾃
分
⾃
⾝
の

⼈
⽣
を
も
豊
か
に
し
て
く
れ
る
事
に
繋
が
る
の
で
し
�
う
︒
 
 
 
 (

良
海)  

  

 
︵
良
海
︶ 

 

⽇
蓮
⼤
聖
⼈
の
お
⾔
葉
��

⼈
に
た
ま
た
ま
あ
わ
せ
給
ふ

な
ら
ば
︑
む
か
い
く
さ
き
事
な

り
と
も
向
は
せ
給
ふ
べ
し
︒�

ゑ
ま
れ
ぬ
事
な
り
と
も
え
ま

せ
給
へ
︒�

�
�
�
か
わ
い
ど
の
御
返
事�
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当
⼭
の
縁
起
︑
本
堂
と
寺
宝
﹁
満
願
祖
師
﹂ 

○
記
録
上
の
円
蔵
寺
の
縁
起 

円
蔵
寺
は
︑
千
葉
県
勝
浦
市
に
あ
る
⻑
福
寺
の
末
寺
と
し

て
︑
⽇
圓
上
⼈
に
よ
;
て
同
地
域
に
寛
正
三
年
︵
⼀
四
六
⼆

年
︶
に
開
⼭
さ
れ
ま
し
た
︒
そ
れ
か
ら
の
歴
史
は
不
明
で
す

が
︑
明
治
⼆
⼗
九
年
に
池
上
本
⾨
寺
の
末
寺
と
な
り
︑
明
治

三
⼗
年
⼗
⼀
⽉
に
許
可
を
得
て
︑
現
在
の
浦
和
の
地
へ
と
移

転
し
今
に
⾄
り
ま
す
︒
そ
の
時
の
住
職
が
︑
護
持
正
法
院
⽇

寛
上
⼈
で
あ
り
︑
当
⼭
の
中
興
の
祖
と
さ
れ
て
い
ま
す
︒ 

し
か
し
︑
こ
れ
は
記
録
上
の
円
蔵
寺
の
移
転
・
復
興
で
あ

り
︑
残
さ
れ
た
資
料
等
の
年
代
を
⾒
る
と
こ
れ
以
前
の
明
治

⼗
年
前
後
の
も
の
も
多
数
⾒
つ
か
;
て
お
り
ま
す
︒
こ
の
点

に
関
し
て
︑
順
に
紐
解
き
な
が
ら
当
⼭
の
歴
史
を
⾒
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
︒ 

○
﹁
護
持
正
法
會
﹂
と
﹁
円
蔵
寺
﹂ 

明
治
⼆
⼗
九
年
⼀
⽉
に
作
成
さ
れ
た
﹃
新
寺
建
⽴
有
志
連

名
簿
﹄
に
よ
る
と
︑
そ
の
頃
ま
で
︑
当
寺
は
﹁
護
持
正
法
會
﹂

と
名
乗
り
︑
本
局
を
こ
の
浦
和
の
地
に
置
き
︑
分
局
と
し
て 

い
ろ
は
に
円
蔵
寺
② 

※
円
蔵
寺
の
歴
史
に
つ
い
て
は
︑現
在
も
調
査
中
の
た
め
︑

近
年
⾒
つ
か
;
た
資
料
を
も
と
に
記
し
て
い
き
ま
す
︒
あ

く
ま
で
資
料
を
も
と
に
し
た
推
測
を
兼
ね
た
報
告
と
な
り

ま
す
こ
と
を
ご
容
赦
下
さ
い
︒
今
後
も
引
き
続
き
調
査
を

続
け
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
︒ 

ま
た
︑
当
⼭
に
ま
つ
わ
る
情
報
・
資
料
を
お
持
ち
の
⽅

は
細
か
な
事
で
も
結
構
で
す
︒
是
⾮
副
住
職
ま
で
お
教
え

て
い
た
だ
け
ま
す
と
幸
い
で
す
︒先
⼈
達
の
想
い
を
知
り
︑

皆
様
と
共
に
今
を
⽣
き
︑
円
蔵
寺
を
次
世
代
へ
と
繋
げ
て

い
け
ま
す
よ
う
願
;
て
い
ま
す
︒ 

 

○
新
本
堂
の
建
⽴ 

さ
て
︑
真
相
は
今
の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
︑
名
称
を
﹁
円
蔵
寺
﹂
と
し
た
明
治
三
⼗
年
頃
︑
檀
信
徒

の
増
加
に
よ
り
︑
そ
れ
ま
で
の
仮
本
堂
で
は
⼿
狭
と
な
;
て

き
ま
し
た
︒
そ
こ
で
︑
明
治
三
⼗
三
年
よ
り
五
年
間
の
継
続

事
業
と
し
て
新
本
堂
の
建
⽴
が
計
画
さ
れ
ま
す
︒
し
か
し
︑

新
本
堂
建
⽴
の
た
め
の
資
材
を
集
め
着
⼿
し
は
じ
め
ま
す

が
︑
⽇
露
戦
争
や
世
情
を
考
察
し
︑
終
戦
ま
で
⼯
事
を
中
⽌

し
︑
建
⽴
を
延
期
す
る
事
と
な
り
ま
し
た
︒
ま
た
︑
そ
の
頃

農
作
物
の
霜
害
や
⽔
害
等
多
く
の
災
害
に
⾒
舞
わ
れ
た
こ

と
も
関
係
し
て
い
る
よ
う
で
す
︒
ま
た
︑
新
本
堂
建
⽴
を
計

画
し
て
い
た
⽇
寛
上
⼈
は
完
成
を
待
た
ず
し
て
︑
明
治
四
⼗

⼀
年
に
遷
化
︵
僧
侶
が
お
亡
く
な
り
に
な
る
事
︶
さ
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
︒ 

⻑
年
の
延
期
に
よ
り
︑
当
初
集
め
た
資
材
も
腐
敗
し
て
し

ま
い
ま
す
が
︑
⽇
寛
上
⼈
の
遺
業
を
ど
う
に
か
継
続
し
よ
う

と
引
き
継
い
だ
住
職
は
︑
檀
信
徒
総
代
と
協
議
を
持
ち
︑
明

治
四
⼗
三
年
よ
り
三
年
間
を
⽬
標
と
し
て
こ
の
事
業
を
継

続
す
る
事
と
し
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
当
初
予
定
し
て
い
た
新

本
堂
の
図
案
通
り
に
建
⽴
す
る
に
は
︑
多
⼤
な
る
資
⾦
を
要

し
た
た
め
︑
規
模
を
⼩
さ
く
し
て
概
ね
当
初
の
図
案
に
従
う

形
で
進
め
て
い
く
事
と
な
り
ま
す
︒
そ
の
後
︑
明
治
四
⼗
五

年
に
上
棟
式
を
⾏
;
て
い
る
記
録
が
あ
;
た
事
か
ら
︑
⼤
正

初
期
に
現
在
の
本
堂
が
完
成
に
⾄
;
た
事
が
推
測
さ
れ
ま

す
︒﹃
開
堂
式
紀
念
繪
葉
書
﹄
に
は
︑﹁
⼤
正
七
年
四
⽉
⼗
⼋

⽇
﹂
と
印
が
押
さ
れ
て
あ
り
ま
す
︒ 

横
浜
・
東
京
・
群
⾺
等
︵
現
在
詳
細
を
調
査
中
︶
の
各
地
に

あ
;
た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
︒
浦
和
近
郊
の
み
な
ら
ず
県

内
外
に
広
く
布
教
活
動
を
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
︒
ま
た
︑

こ
の
資
料
に
よ
る
と
︑
明
治
⼗
五
年
に
仮
本
堂
︑
明
治
⼗
⼋

年
に
庫
裏
︑
明
治
⼆
⼗
五
年
に
番
神
堂
を
建
設
と
あ
り
ま

す
︒
つ
ま
り
︑
少
な
く
と
も
仮
本
堂
の
出
来
た
明
治
⼗
五
年

に
は
︑
浦
和
の
地
で
﹁
護
持
正
法
會
﹂
と
名
乗
り
布
教
活
動

が
始
ま
;
て
お
り
︑
明
治
三
⼗
年
に
正
式
に
﹁
円
蔵
寺
﹂
と

名
乗
る
よ
う
に
な
;
た
訳
で
す
︒ 

あ
く
ま
で
推
測
で
す
が
︑
勝
浦
に
あ
;
た
円
蔵
寺
は
廃
寺

に
近
い
形
に
な
;
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
m
う
か
︒
そ
れ

を
仏
縁
の
あ
;
た
⽇
寛
上
⼈
が
寺
号
を
引
き
継
ぐ
形
で
残

し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
こ
の
名
簿
の
題
が
﹁
新
本
堂
建

⽴
﹂
で
は
な
く
︑﹁
新
寺
建
⽴
﹂
と
あ
る
事
も
︑
単
に
円
蔵
寺

が
勝
浦
か
ら
移
転
し
た
の
で
は
な
く
︑
場
所
を
変
え
て
⼼
機

⼀
転
新
た
に
命
を
宿
し
た
お
寺
で
あ
る
と
い
う
意
味
合
い

が
強
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
実
際
︑
⽇
寛
上
⼈
を
﹁
開
基
﹂

﹁
⼀
世
﹂
と
記
し
た
も
の
も
⾒
ら
れ
︑
こ
れ
以
前
の
﹁
円
蔵

寺
﹂
と
し
て
の
記
録
が
な
い
こ
と
も
そ
れ
で
説
明
が
つ
き
ま

す
︒
も
し
︑
純
粋
に
勝
浦
か
ら
移
転
し
た
の
で
あ
れ
ば
︑﹁
護

持
正
法
會
﹂
と
し
て
の
時
代
は
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
す
︒ 

 

新本堂建⽴にあたっての上棟式の
時に撮られた写真と考えられる。 
現在の⽴派な本堂を作り上げてく
れた職⼈の⽅々であろう。多くの
⽅々に⽀えられてのお寺であるこ
とを改めて感じる。 

仮
本
堂
が
あ
&
た
際
の
境
内
の
図
⾯
㊦
︒
今
と
⼤
き
く
違
う
と
こ
ろ
は
﹁
番
神

堂
﹂
が
あ
&
た
事
で
あ
る
︒
境
内
も
今
の
よ
う
に
閉
鎖
的
で
な
く
︑
き
&
と
多

く
の
参
拝
者
で
賑
わ
&
て
い
た
事
で
あ
ろ
う
︒ 



 
                 !               
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五
年
の
仮
本
堂
建
⽴
以
来
信
仰
を
集
め
て
き
た
こ
の
祖
師

像
に
願
を
か
け
る
形
で
当
時
の
⼈
々
は
新
本
堂
建
⽴
完
成

を
願
;
た
こ
と
で
し
m
う
︒
現
在
︑
こ
の
祖
師
像
は
⼤
き
な

逗
⼦
の
中
に
祀
ら
れ
て
お
り
ま
す
︒
⼤
法
要
時
や
ご
信
仰
あ

る
⽅
に
お
参
り
い
た
だ
い
た
際
に
ご
開
帳
さ
せ
て
い
た
だ

き
︑
そ
の
謂
わ
れ
か
ら
﹁
満
願
祖
師
﹂
と
名
付
け
︑
多
く
の

⽅
々
が
熱
⼼
に
⼿
を
合
わ
せ
て
く
だ
さ
;
て
い
ま
す
︒ 

○
現
代
の
円
蔵
寺 

昭
和
三
⼗
五
年
六
⽉
⼗
⼆
⽇
︑
円
蔵
寺
で
は
﹁
正
法
会
﹂

と
称
す
る
会
が
発
⾜
致
し
ま
し
た
︒
こ
こ
で
は
︑
⽉
に
⼀
度

⼤
法
要
を
⾏
い
︑
毎
⽉
﹃
正
法
新
聞
﹄
を
発
⾏
す
る
な
ど
し

て
信
仰
を
深
め
︑
会
員
同
⼠
の
親
睦
を
深
め
て
い
;
た
そ
う

で
す
︒
残
念
な
が
ら
︑
時
代
の
変
化
と
共
に
三
⼗
年
以
上
前

に
⼀
度
な
く
な
;
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
し
か
し
︑
先
⼈
達
の

想
い
を
引
き
継
ぎ
た
い
と
願
い
︑
令
和
元
年
七
⽉
⼋
⽇
︑
⽇

寛
上
⼈
の
ご
命
⽇
よ
り
﹁
正
法
会
︵
お
経
の
会
︶﹂
と
い
う
形

で
⽉
⼀
度
の
信
⾏
会
を
開
き
︑
円
蔵
寺
新
聞
﹃
⼤
銀
杏
﹄
と

し
て
こ
の
よ
う
に
年
四
回
の
新
聞
を
お
届
け
し
て
い
ま
す
︒
  

時
代
に
よ
;
て
考
え
⽅
や
布
教
⽅
法
は
少
な
か
ら
ず
違

う
事
で
し
m
う
︒
し
か
し
︑
先
⼈
達
が
⼤
切
に
し
︑
地
域
の

⼈
々
の
憩
い
の
場
︑
そ
し
て
何
よ
り
お
題
⽬
を
発
信
す
る
道

場
と
し
て
の
役
割
は
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ
の
中

⼼
に
は
︑
常
に
﹁
満
願
祖
師
﹂
が
い
て
く
だ
さ
り
︑
⼒
強
い

⽇
蓮
聖
⼈
の
お
姿
と
と
も
に
喜
び
も
悲
し
み
も
か
み
し
め

な
が
ら
⼈
々
は
歩
ん
で
き
た
事
で
し
m
う
︒
こ
れ
か
ら
も
そ

う
し
た
お
寺
で
あ
り
ま
す
よ
う
︑
皆
様
と
と
も
に
円
蔵
寺
再

興
の
灯
⽕
を
か
か
げ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒ 

○
﹁
満
願
祖
師
﹂
へ
の
信
仰 

本
堂
中
央
に
祀
る
祖
師
像
︵
⽇
蓮
聖
⼈
の
座
像
︒
三
尺
三

⼨
À
約
⼀
ｍ
︶
は
︑
遡
る
こ
と
明
治
⼗
四
年
の
⽇
蓮
聖
⼈
六

百
遠
忌
の
祈
念
佛
と
し
て
建
⽴
さ
れ
た
と
あ
り
ま
す
︒
で
す

の
で
︑
新
本
堂
で
新
た
に
祀
;
た
の
で
は
な
く
︑
お
そ
ら
く

前
述
の
明
治
⼗
五
年
仮
本
堂
建
⽴
の
際
に
安
置
さ
れ
︑
新
本

堂
で
も
引
き
続
き
祀
;
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
ま
す
︒
明

治
三
⼗
年
と
⽇
付
の
あ
る
資
料
に
は
︑
新
本
堂
建
⽴
の
た
め

に
お
題
⽬
を
認
め
︑
祖
師
像
の
御
服
内
へ
納
め
た
と
あ
り
ま

す
︒
ま
た
︑
檀
信
徒
に
⼗
五
⽇
間
続
け
て
お
参
り
を
し
︑
そ

れ
が
満
願
し
た
際
に
お
題
⽬
の
下
へ
と
⽒
名
を
記
載
す
る

こ
と
を
勧
め
て
い
ま
す
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
現
世
安
穏
・
所
願

満
⾜
・
死
後
に
迷
う
こ
と
な
く
霊
⼭
浄
⼟
へ
と
歩
み
を
進
め

ら
れ
る
よ
う
祈
願
し
ま
し
た
︒ 

⼤
き
さ
が
全
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
全
国
的
に
も
こ
れ

だ
け
⼤
き
な
祖
師
像
は
な
か
な
か
ご
ざ
い
ま
せ
ん
︒
明
治
⼗ 

 
 

３枚セットの繪葉書が記念に作られた。 
㊤本堂と中興の祖・⽇寛上⼈ 
㊧番神堂と参籠堂 ㊨庫裏 

本堂内陣の写真。現在⽑氈(⾚い絨毯)がある部分は、板
張りで周りより⼀段低いように⾒える。新本堂が出来た
⼤正初期の頃の写真と考えられる貴重な資料である。 

現在の本堂。「満願祖師」を祀る須弥壇とお厨⼦。須弥壇の細
部には彫刻があり、当時の職⼈⽅の技量と想いを感じずには
いられない。⼤切に護っていきたい本堂である。 

○
番
外
編 

円
蔵
寺
⼊
⼝
に
⾯
し
た
通
り
は
︑
浦
和
駅
に
通
じ
る
道
で
も
あ
り
︑
多
く
の
⼈
が
⾏
き
交
う
通
り
で
す
︒
そ
こ
に
設
置
し
て
い
る
⿊

板
︒
こ
こ
に
は
︑
こ
れ
ま
で
各
種
⾏
事
の
案
内
を
書
い
て
い
ま
し
た
が
︑
コ
ロ
ナ
禍
で
中
⽌
が
相
次
ぎ
︑
書
く
こ
と
が
な
く
な
^
て
し
ま

い
ま
し
た
︒
そ
こ
で
︑
こ
の
未
曾
有
の
時
代
に
︑
道
⾏
く
⼈
が
ち
e
^
と
⽴
ち
⽌
ま
^
て
笑
顔
に
な
^
て
い
た
だ
け
た
ら
と
願
い
︑
漫
画

等
の
イ
ラ
ス
ト
を
昨
年
よ
り
描
い
て
い
ま
す
︒
有
り
難
い
こ
と
に
︑
こ
れ
を
き
^
か
け
に
円
蔵
寺
に
興
味
を
も
^
て
く
だ
さ
^
た
⽅
が

増
え
て
い
る
よ
う
で
す
︒
⼦
供
か
ら
お
じ
い
ち
�
ん
お
ば
あ
ち
�
ん
ま
で
︑
⾃
然
と
⽴
ち
寄
り
︑
休
み
︑
気
付
き
を
得
て
︑
今
⽇
を
⽣
き

る
︒
そ
ん
な
お
寺
に
な
り
ま
す
よ
う
⼩
さ
な
事
か
ら
コ
ツ
コ
ツ
と
続
け
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒
イ
ラ
ス
ト
ネ
タ
も
募
集
中
！ 



 
    

４ 圓藏寺新聞 ⼤銀杏 

こ
れ
ま
で
円
蔵
寺
を
⽀
え
て
く
だ
さ
7

た
⽥
辺
さ
ん
が
ご
勇
退
さ
れ
る
事
と
な
り

ま
し
た
︒昭
和
⼋
年
︑新
潟
県
⽣
ま
れ
の
⽥

辺
さ
ん
︒
⼗
⼋
歳
で
⼤
⼯
⾒
習
い
と
し
て

地
元
で
学
び
︑そ
の
後
︑東
京
品
川
区
の
⼯

務
店
に
務
め
︑
⻑
く
⼤
⼯
と
し
て
活
躍
を

さ
れ
ま
し
た
︒当
⼭
と
は
︑⼗
三
年
前
に
シ

ル
バ
r
⼈
材
セ
ン
タ
r
を
通
じ
ご
縁
を
い

た
だ
き
︑
主
に
境
内
清
掃
を
お
願
い
し
て

お
り
ま
し
た
︒ 

﹁
せ
7
か
く
お
参
り
い
た
だ
く
お
檀
家

様
に
気
持
ち
よ
く
お
参
り
い
た
だ
き
た

い
﹂と
︑そ
の
仕
事
ぶ
り
は
実
に
丁
寧
で
感

謝
の
⾔
葉
し
か
ご
ざ
い
ま
せ
ん
︒特
に
︑台

⾵
等
の
次
の
⽇
に
は
朝
⼀
か
ら
お
寺
に
駆

け
つ
け
て
く
れ
︑
お
参
り
の
⽅
が
来
る
頃

に
は
す
7
か
り
綺
麗
に
し
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
︒﹁
昨
晩
︑
こ
の
⾬
と
⾵
で
お
寺
が
⼼

配
で
し
か
た
な
か
7
た
よ
﹂
と
笑
い
な
が

ら
仰
7
て
い
た
姿
を
思
い
出
し
ま
す
︒ 

副
住
職
が
円
蔵
寺
に
来
る
ま
で
は
︑
先

代
住
職
の
奥
様
と
お
話
を
さ
れ
な
が
ら
ご

⼀
緒
に
庭
掃
き
を
し
た
り
︑
お
盆
の
卒
塔

婆
を
ご
⼀
緒
に
お
墓
へ
建
て
に
も
⾏
7
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
︒ま
た
︑⼤
法
要
の
準
備

や
交
通
整
理
︑さ
ら
に
は
︑⼤
⼯
の
経
験
を

活
か
し
︑賞
状
を
収
納
す
る
額︵
客
殿
廊
下 

!
"
#
$
%
&
'
(!

今
や
私
︑
円
蔵
寺
さ
ん
で
の
﹁
開
運
落
語
会
﹂
は
︑
隔
⽉
開
催
が
定
着
し
そ
の

数
も
⼆
⼗
五
回
を
超
え
︑
毎
⽉
伊
東
の
朝
善
寺
さ
ん
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
﹁
⽉
守

り
﹂
は
肌
⾝
離
さ
ず
携
帯
し
︑
そ
し
て
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
で
こ
の
⼆
年
は
お
伺
い
出

来
て
は
い
ま
せ
ん
が
数
年
前
か
ら
の
七
⾯
⼭
登
詣
も
毎
年
励
⾏
す
る
な
ど
︑⽇
蓮

⼤
聖
⼈
さ
ま
と
は
と
て
も
深
い
ご
縁
で
護
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
ま

す
︒ 元

々
は
︑
今
は
亡
き
師
匠
談
志
の
熱
烈
な
﹁
信
者
﹂
で
あ
る
⻑
崎
は
島
原
の
護

国
寺
の
住
職
︑
岩
永
泰
賢
上
⼈
か
ら
の
繋
が
り
で
し
た
︒
岩
永
上
⼈
は
我
々
弟
⼦

以
上
の
﹁
談
志
マ
ニ
ア
﹂
で
私
は
⼆
⼗
年
以
上
も
前
か
ら
ご
厄
介
に
な
;
て
い
ま

す
︒
あ
れ
は
ち
m
う
ど
⻑
男
坊
が
カ
ミ
さ
ん
の
お
腹
に
宿
;
た
時
で
し
た
︒
ま
だ

よ
う
や
く
前
座
を
ク
リ
ア
し
た
ば
か
り
の
⼆
つ
⽬
と
い
う
ラ
ン
ク
で
︑仕
事
も
少

な
く
﹁
ど
う
し
よ
う
か
な
﹂
と
真
剣
に
悩
ん
で
い
た
時
の
こ
と
で
し
た
︒
岩
永
上

⼈
が
︑﹁
⽴
川
流
の
若
い
落
語
家
を
使
;
て
︑
⽇
蓮
宗
⽴
教
開
宗
七
五
〇
年
の
イ

ベ
ン
ト
を
打
ち
た
い
﹂
と
師
匠
に
申
し
出
た
の
で
す
︒
さ
ら
に
師
匠
が
﹁
煮
る
な

り
焼
く
な
り
勝
⼿
に
し
て
い
い
︵
笑
︶﹂
と
許
可
し
て
く
れ
た
も
の
で
す
か
ら
︑ 

       ﹁
で
は
︑つ
き
ま
し
て
は
⽇
蓮
⼤
聖
⼈
様
が
そ
の
教
え
を
弘
め
る
に
⾄
る
法
要
劇 

を
演
じ
る
役
者
と
し
て
使
わ
せ
て
も
ら
い
ま
す
！
﹂と
話
が
い
き
な
り
進
み
ま
し

た
︒
私
は
﹁
安
房
⼩
湊
の
漁
師
﹂
役
を
い
た
だ
き
︑﹁
狂
⾔
回
し
﹂
と
し
て
語
り

部
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
⼤
聖
⼈
様
役
の
兄
弟
⼦
︑
ほ
か
弟
弟
⼦
⼆

名
と
四
名
で
ユ
ニ
T
ト
を
組
み
︑
法
要
劇
の
後
は
︑
ド
ウ
ラ
ン
を
落
と
し
て
着
流

し
姿
に
な
;
て
の
本
業
の
落
語
を
や
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
⾮
常
に
好
評
で
︑全

国
の
⽇
蓮
宗
の
お
寺
さ
ん
を
四
⼗
軒
以
上
か
ら
お
声
が
け
い
た
だ
い
た
も
の
で

し
た
︒そ
の
お
か
げ
で
無
事
⻑
男
坊
の
出
産
費
⽤
と
そ
の
後
の
養
育
費
も
授
か
る

こ
と
が
出
来
た
の
で
す
︒
ま
さ
に
岩
永
上
⼈
が
談
志
と
そ
の
弟
⼦
た
ち
を
信
じ
︑

談
志
が
弟
⼦
を
信
じ
︑そ
し
て
我
々
を
⽇
蓮
宗
の
ご
住
職
各
聖
が
信
じ
て
く
れ
た

か
ら
こ
そ
で
あ
り
ま
し
た
︒ 

今
年
お
か
げ
さ
ま
で
⻑
男
坊
は
⼗
⽉
に
⼆
⼗
歳
に
な
り
ま
す
︒今
⼤
学
で
お
笑

い
サ
i
ク
ル
に
所
属
し
︑
⻘
春
を
謳
歌
し
て
い
ま
す
︒
ま
さ
に
仏
縁
に
感
謝
︒
お

導
き
に
深
謝
︒ 

落
語
立
川
流
真
打 

立
川
談
慶
師
匠 

⽥辺�弘�様�

に
設
置
︶を
作
製
︑原
⼭
墓
地
の
図
⾯
を
作 

製
と
実
に
多
岐
に
わ
た
り
お
寺
を
⽀
え
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
︒ 

境
内
清
掃
中
に
は
︑
お
参
り
の
お
檀
家

様
が
励
ま
し
て
く
れ
た
り
︑
⾏
事
の
時
に

は
お
話
を
す
る
事
も
楽
し
み
の
⼀
つ
で
あ

り
︑
感
謝
し
て
お
り
ま
す
と
の
事
で
す
︒ 

職
⼈
気
質
の
お
⼈
柄
︑
誰
よ
り
も
責
任

感
が
あ
り
︑
豊
富
な
⼈
⽣
経
験
か
ら
本
当

に
多
く
の
事
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し 

た
︒
⼤
切
に
さ
れ
て
き
た
事
を
改
め
て
お

聞
き
し
ま
す
と
︑ 

・
努
⼒
︑
正
直 

・
年
上
の
⼈
を
敬
う 

・
年
下
の
⼈
を
可
愛
が
る 

・
う
ぬ
ぼ
れ
は
絶
対
に
し
な
い 

・
悲
し
い
事
︑
嬉
し
い
事
を
分
か
ち 

合
う
友
を
沢
⼭
持
て 

・
失
敗
は
成
功
の
も
と 

・
⾃
信
を
持
つ
︑
度
胸
を
持
つ 

 
ま
さ
に
有
⾔
実
⾏
の
⽅
で
あ
ろ
う
と
⽥

辺
さ
ん
に
お
会
い
し
た
⽅
の
共
通
認
識
で

は
な
い
で
し
<
う
か
︒ 

﹁
⼈
間
は
⼼
で
す
か
ら
﹂
と
笑
顔
で
話
し

て
く
だ
さ
7
た
⽥
辺
さ
ん
︒
暑
い
⽇
も
寒

い
⽇
も
⾬
の
⽇
も
雪
の
⽇
も
ど
ん
な
時
で

も
お
寺
の
為
に
⼒
を
注
い
で
く
だ
さ
い
ま

し
た
︒
⾔
葉
だ
け
で
と
て
も
感
謝
を
表
せ

ま
せ
ん
が
︑
こ
れ
か
ら
円
蔵
寺
を
盛
り
上

げ
て
い
く
事
で
恩
返
し
を
し
て
い
き
た
い

と
思
7
て
お
り
ま
す
︒ 

こ
れ
か
ら
寂
し
く
な
り
ま
す
が
︑
是
⾮

ま
た
お
寺
に
遊
び
に
来
て
下
さ
い
︒
叱
ら

れ
な
い
よ
う
に
︑
そ
の
⼤
き
な
背
中
を
思

い
出
し
て
し
7
か
り
と
精
進
致
し
ま
す
︒ 

⽥
辺
様
本
当
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒ 
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