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二
十
年
ぶ
り
に
稚
児
行
列

身
延
別
院
の
お
会
式
が
十
一
月
三
日
に
開
か
れ
ま
し
た
。
今
年
の
お
会
式
に

は
二
十
年
ぶ
り
に
お
稚
児
さ
ん
行
列
が
復
活
、
法
要
に
参
列
し
た
約
百
人
の
檀

信
徒
が
日
蓮
聖
人
の
ご
遺
徳
を
し
の
び
ま
し
た
。

お
会
式
と
は
一
般
に
法
会
の
儀
式
の
こ
と
を
言
い
ま
す
が
、
特
に
日
蓮
聖
人

の
ご
命
日
（
十
月
十
三
日
）
に
行
わ
れ
る
法
会
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
総
本
山

身
延
山
久
遠
寺
や
大
本
山
池
上
本
門
寺
の
お
会
式
が
有
名
で
す
が
、
全
国
の
日

蓮
宗
寺
院
で
営
ま
れ
ま
す
。
地
域
に
よ
っ
て
旧
暦
や
一
月
遅
れ
だ
っ
た
り
、
お

寺
に
よ
っ
て
は
互
い
に
日
時
を
譲
り
合
っ
て
檀
信
徒
や
僧
侶
同
士
の
便
宜
を
図

っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
身
延
別
院
で
は
毎
年
、
十
一
月
三
日
に
お
会
式
の
法
要

を
営
ん
で
い
ま
す
。
今
年
は
日
蓮
聖
人
の
七
百
二
十
六
回
目
の
ご
命
日
で
し

た
。身

延
別
院
で
は
地
域
に
い
っ
そ
う
親
し
ま
れ
、
だ
れ
に
で
も
開
か
れ
た
お
寺

を
目
指
し
て
、
今
年
、
二
十
年
ぶ
り
に
お
稚
児
さ
ん
行
列
を
復
活
さ
せ
ま
し

た
。
檀
信
徒
の
子
ど
も
さ
ん
、
お
孫
さ
ん
な
ど
十
四
人
が
お
稚
児
さ
ん
と
し
て

参
加
し
ま
し
た
。
お
稚
児
さ
ん
た
ち
は
、
彩
り
も
鮮
や
か
な
衣
装
に
身
を
包

み
、
お
寺
を
出
発
。
小
伝
馬
町
交
差
点
か
ら
本
町
三
丁
目
交
差
点
へ
、
そ
し
て

お
寺
ま
で
約
八
百
メ
ー
ト
ル
の
道
の
り
を
、
お
題
目
と
団
扇
太
鼓
の
音
に
合
わ

せ
て
練
り
歩
き
ま
し
た
。

こ
の
あ
と
、
本
堂
で
お
会
式
法
要
が
営
ま
れ
ま
し
た
。
参
列
し
た
檀
信
徒
の

皆
さ
ん
は
お
稚
児
さ
ん
た
ち
と
共
に
ご
祈
祷
を
受
け
、
子
ど
も
さ
ん
、
お
孫
さ

ん
た
ち
の
健
や
か
な
成
長
を
願
い
ま
し
た
。

彩り鮮やかな衣装に身を包んだお稚児さんたち

ちょっぴり緊張した面持ちでお寺の前で記念撮影
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こ
の
た
び
寺
報
『
願
満
』
を
復
刊
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
回
で
二
回

目
の
復
刊
で
す
か
ら
正
確
に
は
復
々
刊
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
間
の

経
緯
を
後
々
の
た
め
に
書
き
記
し
て
お
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

『
願
満
』
は
も
と
も
と
当
院
初
代
住
職
の
藤
井
日
静
上
人
が
昭
和
二
十
六
年

に
創
刊
し
、
上
人
が
第
八
十
六
世
法
主
と
し
て
身
延
へ
入
山
さ
れ
た
昭
和
三
十

四
年
ま
で
、
毎
月
一
回
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
日
静
上
人
の
身
延
入
山
以
後
、
し

ば
ら
く
刊
行
が
途
絶
え
て
お
り
ま
し
た
が
、
昭
和
五
十
四
年
、
当
院
第
二
世
日

光
上
人
が
二
十
年
ぶ
り
に
年
三
回
の
季
刊
で
復
刊
し
、
そ
し
て
日
静
上
人
同

様
、
上
人
が
第
九
十
一
世
法
主
と
し
て
身
延
山
へ
入
山
さ
れ
た
平
成
十
一
年
に

休
刊
し
、
今
日
に
至
り
ま
し
た
。

日
静
、
日
光
両
上
人
父
子
の
住
職
寺
の
軌
跡
を
見
て
み
ま
す
と
、
大
正
十
二

年
に
日
静
上
人
が
京
都
滿
願
寺
住
職
に
就
任
。
の
ち
昭
和
十
七
年
に
当
身
延
別

院
の
主
管
に
就
任
し
ま
し
た
。
当
院
は
創
建
か
ら
こ
の
時
ま
で
任
期
付
き
の
主

管
制
で
し
た
。
の
ち
住
職
制
に
変
わ
り
、
日
静
上
人
が
初
代
住
職
と
な
り
ま

す
。
上
人
の
東
京
移
住
に
伴
い
、
長
男
日
光
上
人
が
滿
願
寺
住
職
に
就
任
。
次

に
、
日
静
上
人
が
身
延
山
へ
上
が
ら
れ
る
と
、
日
光
上
人
が
そ
の
後
を
襲
っ
て

当
院
の
第
二
世
に
就
任
し
ま
し
た
。
こ
の
後
、
日
光
上
人
は
日
静
上
人
遷
化
の

二
年
後
の
昭
和
四
十
八
年
、
能
登
滝
谷
妙
成
寺
に
入
山
し
、
さ
ら
に
平
成
二

年
、
身
延
山
総
務
に
就
任
。
平
成
五
年
に
私
が
当
院
の
第
三
世
を
継
ぎ
ま
し

た
。
の
ち
日
光
上
人
は
平
成
十
一
年
に
法
主
に
就
任
し
、
昨
年
九
月
遷
化
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
『
願
満
』
刊
行
の
歴
史
は
、
当
院
歴
代
住
職
の
歴
史
で

も
あ
り
ま
す
。
休
刊
以
来
八
年
、
第
三
世
の
私
の
代
に
な
っ
て
、
さ
い
わ
い
に

強
力
な
助
力
者
を
得
て
、
今
、
三
た
び
刊
行
に
漕
ぎ
だ
そ
う
と
し
て
お
り
ま

す
。
仏
縁
に
よ
る
不
思
議
な
巡
り
合
わ
せ
と
い
う
ほ
か
は
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
て
、
「
願
満
」
と
は
「
願
」
が
満
ち
る
こ
と
で
す
が
、
「
願
」
に
も
大
小

さ
ま
ざ
ま
な
願
が
あ
り
ま
す
。
日
蓮
大
聖
人
は
『
開
目
鈔
』
で
、
「
我
、
日
本

の
柱
と
な
ら
む
、
我
、
日
本
の
眼
目
と
な
ら
む
、
我
、
日
本
の
大
船
と
な
ら

む
、
等
と
ち
か
い
し
願
、
や
ぶ
る
べ
か
ら
ず
。
」
と
仰
せ
で
す
。
ご
自
身
は
佐

渡
流
罪
中
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
日
本
国
と
そ
こ
に
住
む
す
べ
て
の
人
々
の
救

済
の
た
め
に
願
を
立
て
ら
れ
た
の
で
す
。
な
ん
と
広
大
な
願
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。ふ

だ
ん
私
た
ち
が
勤
行
や
法
要
の
最
後
に
唱
え
る
文
に
「
四
弘
誓
願
」
と
い

う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
宗
派
に
よ
っ
て
字
句
が
小
異
し
ま
す
が
、
我
が
宗
で
は

「
衆
生
無
辺
誓
願
度
、
煩
悩
無
数
誓
願
断
、
法
門
無
尽
誓
願
知
、
仏
道
無
上
誓

願
成
」
と
い
い
、
一
、
衆
生
の
数
に
限
り
は
な
い
が
、
必
ず
す
べ
て
を
救
済
し

よ
う
、
二
、
煩
悩
の
数
は
無
数
だ
が
、
必
ず
こ
れ
を
断
じ
尽
く
そ
う
、
三
、
法

門
は
尽
き
る
こ
と
が
な
い
が
、
必
ず
こ
れ
を
知
り
尽
く
そ
う
、
四
、
仏
道
は
無

上
で
あ
る
、
こ
れ
を
必
ず
や
完
成
し
よ
う
、
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
四
弘
誓

願
は
、
菩
薩
が
最
初
に
発
心
し
た
時
に
立
て
る
誓
願
で
す
。
誓
願
は
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
語
で
プ
ラ
ニ
ダ
ー
ナ
と
言
い
ま
す
が
、
も
と
も
と
「
前
も
っ
て
す
る
」

「
前
に
置
く
」
な
ど
の
意
味
を
持
つ
動
詞
か
ら
派
生
し
た
言
葉
で
す
。
菩
薩
は

菩
薩
の
道
を
歩
き
始
め
る
前
に
誓
願
を
立
て
る
の
で
す
。
日
蓮
大
聖
人
の
『
開

目
鈔
』
の
言
葉
は
、
大
聖
人
が
法
華
の
菩
薩
で
あ
り
、
そ
の
行
い
が
菩
薩
行
で

あ
る
こ
と
の
発
露
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
自
分
や
自
分
の
身
の
周
り
の
幸
福
を

願
う
の
で
な
く
、
す
べ
て
の
人
の
幸
福
を
願
う
、
こ
う
い
う
こ
と
は
容
易
に
で

き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
た
ち
は
常
に
大
き
な
願
を
持
つ
こ
と
を
心

懸
け
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
自
分
の
行
い
を
い
つ
も
見
直
し
ま
し
ょ
う
。
自
分
の

立
て
た
願
に
も
と
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
か
、
ご
先
祖
に
対
し
て
恥
ず
か
し
く

な
い
か
、
大
聖
人
、
お
釈
迦
様
の
前
に
素
直
に
手
を
合
わ
せ
ら
れ
る
か
、
と
。

常
に
自
分
を
見
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
少
し
ず
つ
変
わ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

『
願
満
』
の
題
字
は
、
日
静
上
人
が
創
刊
時
に
用
い
た
字
を
踏
襲
し
ま
し

た
。
本
誌
が
皆
様
の
お
役
に
立
て
る
よ
う
な
内
容
を
載
せ
、
寺
と
檀
信
徒
の
皆

様
と
を
繋
ぐ
架
け
橋
と
な
る
こ
と
を
願
っ
て
復
々
刊
の
言
葉
と
し
ま
す
。

合
掌

『
願
満
』
復
刊
に
あ
た
っ
て

住
職

藤
井

教
公
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第
一
回

千
葉
・
誕
生
寺

お
題
目
の
文
字
に
感
動

私
が
初
め
て
御
首
題
を
い
た
だ
い
た
の
は
、
大
本

山
の
誕
生
寺
を
訪
れ
た
と
き
で
し
た
。
私
の
友
人

で
、
お
寺
や
神
社
を
参
拝
し
て
は
御
朱
印
を
頂
戴
し

て
い
る
と
い
う
男
が
い
て
、
そ
の
彼
に
勧
め
ら
れ
た

の
が
き
っ
か
け
で
す
。

「
御
朱
印
な
ん
て
、
ス
タ
ン
プ
み
た
い
な
も
の
で

し
ょ
。
そ
ん
な
も
の
集
め
て
、
ど
こ
が
楽
し
い
の
か

な
あ
」

私
は
、
友
人
の
趣
味
に
対
し
て
最
初
は
そ
ん
な
ふ

う
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
友
人
は
「
旅
の
記
念

に
な
る
し
、
と
て
も
充
実
し
た
気
持
ち
に
な
れ
る
ん

だ
よ
」
な
ど
と
話
し
ま
す
。

昨
年
五
月
五
日
、
私
が
南
房
総
方
面
を
一
人
で
ド
ラ

イ
ブ
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
「
こ
の
あ
た
り

で
は
有
名
な
観
光
ポ
イ
ン
ト
」
く
ら
い
の
つ
も
り

で
、
た
ま
た
ま
誕
生
寺
に
立
ち
寄
り
ま
し
た
。
受
け

付
け
で
「
御
朱
印
帳
」
な
る
も
の
が
並
べ
ら
れ
て
い

て
、
そ
の
友
人
の
言
葉
を
思
い
出
し
た
の
で
す
。

「
こ
の
御
朱
印
帳
を
く
だ
さ
い
。
御
朱
印
も
お
願
い

し
ま
す
」
。
す
る
と
、
受
け
付
け
に
い
た
僧
侶
の
方

が
し
っ
か
り
と
時
間
を
か
け
、
「
南
無
妙
法
蓮
華

経
」
と
墨
書
し
て
く
れ
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ

の
上
で
、
朱
の
印
を
こ
れ
ま
た
時
間
を
か
け
て
押
し

て
く
れ
ま
し
た
。
私
が
当
初
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
ス

タ
ン
プ
ラ
リ
ー
の
ス
タ
ン
プ
と
は
全
く
違
っ
た
印
象

で
す
。

し
か
も
文
字
は
「
法
」
を
除
い
て
、
光
が
差
し
込

む
よ
う
に
伸
び
て
い
ま
す
。
「
こ
の
南
無
妙
法
蓮
華

経
の
文
字
に
は
、
ど
ん
な
秘
密
が
隠
さ
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
？

日
蓮
宗
の
お
寺
で
は
、
ど
こ
の
お
寺
で

も
こ
の
文
字
を
こ
ん
な
ふ
う
に
書
い
て
く
れ
る
の
だ

ろ
う
か
？
」
―
―
私
の
ア
タ
マ
の
中
に
、
興
味
・
関

心
が
ど
ん
ど
ん
湧
き
上
が
り
ま
し
た
（
日
蓮
宗
の
お

寺
の
場
合
、
「
御
朱
印
」
と
は
言
わ
ず
、
「
御
首

題
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
、
そ
の
後
、
知
り
ま
し
た
）
。

そ
れ
は
、
私
が
「
御
首
題
を
い
た
だ
く
旅
」
を
始
め

る
大
き
な
き
っ
か
け
で
し
た
。

大
本
山
・
誕
生
寺
は
日
蓮
聖
人
御
降
誕
の
地
。
私

が
い
ま
さ
ら
こ
こ
に
紹
介
す
る
ま
で
も
な
い
で
し
ょ

う
。
平
成
三
十
三
年
（
二
〇
二
一
年
）
二
月
十
六
日

の
御
生
誕
八
百
年
に
向
か
っ
て
、
お
寺
で
は
着
々
と

準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

（
平
山

徹
・
新
聞
記
者
）

誕生寺の山門には「日蓮大聖人御降誕 800年に向かっての祈り」と掲げられていた
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身
延
別
院
二
世
・
身
延
山
第
九
十
一
世

妙
道
院
日
光
上
人

第
一
周
忌
法
要

身
延
別
院
先
代
住
職
で
身
延
山
久
遠
寺
第
九
十
一
世

法
主
、
藤
井
日
光
上
人
の
一
周
忌
法
要
が
八
月
二
十
五

日
、
当
院
で
開
か
れ
ま
し
た
。
導
師
は
東
京
・
堀
之
内

の
本
山
妙
法
寺
の
嶋
田
日
新
山
主
が
勤
め
、
法
縁
関
係

者
や
東
京
都
東
部
宗
務
所
管
内
寺
院
、
当
院
の
総
代
や

世
話
人
、
檀
信
徒
ら
計
約
百
五
十
人
が
参
列
し
ま
し

た
。
法
要
は
井
上
瑞
雄
身
延
山
総
務
を
は
じ
め
、
千
葉

県
勝
浦
市
興
津
・
本
山
妙
覚
寺
の
堀
水
教
進
貫
首
、
同

県
茂
原
市
・
本
山
藻
原
寺
の
持
田
日
勇
貫
首
ら
が
焼
香

さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
後
、
都
内
の
箱
崎
ロ
イ
ヤ
ル
パ
ー
ク
ホ
テ
ル
に

会
場
を
移
し
て
献
花
式
が
行
わ
れ
、
法
縁
を
代
表
し
て

嶋
田
山
主
が
「
日
光
上
人
が
発
願
し
た
身
延
山
の
五
重

塔
再
建
は
、
着
々
と
工
事
が
進
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
完

成
を
霊
山
浄
土
で
心
待
ち
に
し
て
い
る
こ
と
と
推
察
致

し
ま
す
」
と
挨
拶
さ
れ
ま
し
た
。

身
延
山
お
会
式
団
体
参
拝

身
延
山
久
遠
寺
の
お
会
式
が
十
月
十
二
、
十
三
日
に

営
ま
れ
、
身
延
別
院
か
ら
藤
井
教
公
住
職
、
河
野
信
成

師
、
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
計
九
人
が
団
体
参
拝
し
ま
し

た
。
一
行
は
十
二
日
午
前
十
一
時
半
に
小
伝
馬
町
の
身

延
別
院
を
乗
用
車
二
台
に
分
乗
し
て
出
発
。
久
遠
寺
に

は
午
後
三
時
に
到
着
。
午
後
六
時
か
ら
祖
師
堂
で
営
ま

れ
た
お
逮
夜
法
要
に
参
列
し
ま
し
た
。
境
内
は
万
灯
が

飾
ら
れ
る
な
ど
華
や
か
な
雰
囲
気
。
ま
と
い
を
振
る
檀

信
徒
の
姿
が
あ
ち
こ
ち
で
見
ら
れ
、
夜
遅
く
ま
で
多
く

の
参
詣
者
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
身
延
別
院
の
一

行
は
、
西
谷
に
あ
る
岸
之
坊
に
宿
泊
し
、
翌
十
三
日
は

朝
の
お
勤
め
に
参
列
し
ま
し
た
。
朝
食
後
、
御
廟
や
奥

の
院
を
参
拝
し
、
午
後
一
時
半
に
久
遠
寺
を
後
に
し
ま

し
た
。

お
会
式
の
花
づ
く
り
奉
仕

身
延
別
院
の
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
が
十
月
十
九
、
二
十

日
、
お
会
式
に
用
い
る
紙
の
花
づ
く
り
に
取
り
組
み
ま

し
た
。
お
会
式
で
紙
の
花
を
飾
る
の
は
、
日
蓮
聖
人
が

池
上
宗
仲
氏
の
館
で
御
入
滅
な
さ
れ
た
時
、
大
地
が
鳴

動
し
、
館
の
庭
先
の
桜
の
木
が
時
な
ら
ぬ
花
を
咲
か
せ

た
と
い
う
言
い
伝
え
に
ち
な
む
も
の
で
す
。

花
づ
く
り
は
身
延
別
院
地
下
ホ
ー
ル
で
行
わ
れ
、
折

り
た
た
ま
れ
た
ピ
ン
ク
と
白
の
薄
紙
を
檀
信
徒
の
皆
さ

ん
が
一
つ
一
つ
丁
寧
に
花
の
形
に
広
げ
て
い
き
ま
し

た
。
そ
の
数
お
よ
そ
二
千
個
。
出
来
上
が
っ
た
花
は
、

桜
の
枝
に
見
立
て
た
竹
と
万
灯
に
ゆ
わ
え
つ
け
ま
し

た
。
花
づ
く
り
奉
仕
に
参
加
い
た
だ
い
た
の
は
以
下
の

皆
さ
ん
で
す
。

林
好
江
、
阿
久
津
喜
美
子
、
寺
久
保
ト
シ
子
、
石
田

光
子
、
石
渡
日
出
子
、
永
谷
き
み
子
、
黒
石
鈴
子
、
塙

多
賀
子
、
西
原
妙
子
、
小
林
克
三
、
小
林
聰
子
、
龍
佑

企
子
、
龍
憲
吾
、
北
村
孝
子
、
粂
野
千
代
子
、
佐
竹
美

智
子
、
岡
田
泰
蔵
、
三
和
家
政
婦
紹
介
所
、
ケ
ア
ネ
ッ

ト
三
和
、
（
有
）
三
京
、
工
藤
祐
子
（
敬
称
略
）
。

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

身延山久遠寺のお会式

檀信徒によって勇壮にまといが振られた

寺
の
動
き
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身
延
別
院
青
年
会
が
発
足

身
延
別
院
の
青
年
会
が
今
年
六
月
に
発
足
し
ま
し

た
。
檀
信
徒
の
息
子
さ
ん
、
娘
さ
ん
、
有
志
の
若
手
信

徒
で
構
成
さ
れ
、
現
在
の
会
員
は
十
一
人
と
な
り
ま
し

た
。
身
延
別
院
で
月
一
回
の
例
会
を
開
き
、
「
無
償
の

社
会
貢
献
」
を
合
言
葉
に
、
何
が
出
来
る
の
か
意
見
交

流
を
重
ね
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
に
、
片
親
し
か
い
な
い
子
ど
も
の
た
め
の

手
助
け
と
し
て
、
子
ど
も
た
ち
と
の
ふ
れ
あ
い
の
機
会

を
検
討
し
て
い
ま
す
。

青
年
会
は
昭
和
三
十
年
代
半
ば
か
ら
四
十
年
代
半
ば

に
か
け
て
活
動
し
て
い
た
経
緯
が
あ
り
、
五
十
人
以
上

の
会
員
を
誇
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

復
活
し
た
青
年
会
で
は
新
し
い
仲
間
を
募
集
し
て
い

ま
す
。
関
心
の
あ
る
方
は
ど
う
ぞ
御
参
加
く
だ
さ
い
。

河
野
師
が
中
山
法
華
経
寺
荒
行
堂
へ

当
院
の
河
野
信
成
師
が
十
一
月
三
日
、
大
本
山
中
山

法
華
経
寺
の
百
日
荒
行
に
入
り
ま
し
た
。
全
国
か
ら
集

ま
っ
た
僧
侶
と
と
も
に
、
来
年
二
月
十
日
ま
で
の
百
日

間
、
一
日
二
時
間
の
睡
眠
と
粗
衣
粗
食
に
耐
え
な
が

ら
、
修
行
に
明
け
暮
れ
ま
す
。

こ
の
日
、
中
山
法
華
経
寺
の
荒
行
堂
前
広
場
は
、
早

朝
か
ら
僧
侶
の
家
族
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寺
院
の
檀
信
徒
が

見
送
り
に
詰
め
か
け
、
張
り
つ
め
た
空
気
が
漂
い
ま
し

た
。
河
野
師
は
や
や
緊
張
し
た
面
持
ち
で
、
身
延
別
院

の
檀
信
徒
や
親
族
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
、
入
行
会
法
要

に
臨
み
、
聖
俗
の
境
と
さ
れ
る
瑞
門
に
姿
を
消
し
ま
し

た
。全

国
か
ら
集
ま
っ
た
僧
侶
は
百
五
十
人
。
こ
の
う
ち

初
参
加
（
初
行
）
の
僧
侶
は
五
十
七
人
で
し
た
。

十
二
月
一
日
（
土
）

願
満
祖
師
お
開
帳

十
二
月
十
五
日
（
土
）

十
三
日
講

平
成
二
十
年

一
月
一
日
（
火
）
～
三
日
（
木
）

新
年
祈
祷
会

二
月
三
日
（
日
）

節
分
会
追
儺
式

復
々
刊
『
願
満
』
を
二
十
年
ぶ
り
に
刊
行
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
近
い
う
ち
に
必
ず
と
は
思
っ
て
い
ま

し
た
が
、
日
々
の
用
事
に
追
わ
れ
て
な
か
な
か
手
が
出

せ
ず
に
お
り
ま
し
た
。
そ
こ
へ
強
力
な
助
っ
人
二
人
が

現
れ
、
思
い
が
け
な
く
今
日
の
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

一
人
は
、
今
回
の
誌
面
で
「
御
首
題
を
い
た
だ
く

旅
」
の
記
事
を
書
い
て
下
さ
っ
た
新
聞
社
に
お
勤
め
の

平
山
徹
さ
ん
、
記
事
作
成
や
そ
の
割
り
付
け
、
ア
イ
デ

ア
な
ど
全
面
的
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
も
う
一
人

は
、
今
春
、
北
大
大
学
院
の
修
士
課
程
を
修
了
し
て
東

京
で
Ｏ
Ｌ
を
し
て
い
る
上
野
蘭
子
さ
ん
、
住
職
の
教
え

子
の
一
人
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
詳
し
く
編
集
作
業
を

お
願
い
し
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
お
手
伝
い
い
た
だ
け

る
も
の
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

別
院
も
昨
年
、
先
代
日
光
上
人
の
遷
化
に
遇
う
な
ど

い
ろ
い
ろ
大
き
な
変
化
が
あ
り
ま
し
た
。
今
年
に
入
っ

て
は
副
住
職
を
中
心
に
身
延
別
院
青
年
会
の
復
活
、
光

師
の
一
周
忌
、
稚
児
行
列
の
復
活
、
近
く
は
河
野
師
の

荒
行
堂
入
行
な
ど
、
日
々
新
た
な
出
来
事
が
起
こ
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
別
院
の
樣
子
や
宗
門
の
こ
と
、
日
々

の
信
仰
に
関
わ
る
こ
と
な
ど
を
、
年
三
回
の
季
刊
で
は

あ
り
ま
す
が
檀
信
徒
の
皆
様
に
お
伝
え
し
て
、
寺
と
皆

様
と
の
関
係
が
よ
り
緊
密
に
な
る
よ
う
期
待
し
て
い
ま

す
。

平成１９年（２００７年）１１月 願 満（年３回発行）

河野師と父・河野清光世話人

（中山法華経寺で）

今
後
の
予
定

編
集
後
記


