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多くの参拝客が詰めかけた節分会の豆まき

節
分
会
追
儺
式

老
若
男
女
二
百
人

に
ぎ
わ
う
境
内

身
延
別
院
の
節
分
会
と
星
祭
り
が
二
月
三
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
節
分
の
日
に
毎

年
行
わ
れ
て
い
る
恒
例
行
事
で
、
年
男
・
年
女
の
檀
信
徒
さ
ん
が
「
除
災
得
幸
（
じ

ょ
さ
い
と
っ
こ
う
）

福
は
内
」
と
言
い
な
が
ら
、
本
堂
か
ら
境
内
の
参
詣
者
に
向

か
っ
て
、
福
豆
や
福
銭
を
勢
い
よ
く
ま
き
ま
し
た
。

本
来
、
節
分
と
は
二
十
四
節
気
の
気
候
が
移
り
変
わ
る
「
立
春
、
立
夏
、
立
秋
、

立
冬
の
前
日
」
の
こ
と
を
言
い
ま
す
が
、
春
を
迎
え
る
こ
と
は
新
年
を
迎
え
る
こ
と

と
同
じ
く
ら
い
大
切
な
節
目
で
あ
っ
た
た
め
、
次
第
に
春
の
み
に
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
室
町
時
代
の
頃
か
ら
節
分
と
い
え
ば
立
春
の
前
日
の
み
を
指
す
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

季
節
の
変
わ
り
目
に
は
邪
気
が
入
り
や
す
い
と
さ
れ
て
お
り
、
節
分
は
、
疫
病
な

ど
を
も
た
ら
す
悪
い
鬼
を
追
い
払
う
中
国
の
習
俗
に
由
来
し
て
い
ま
す
。
奈
良
時
代

に
日
本
に
伝
わ
り
、
宮
中
行
事
と
し
て
追
儺
（
つ
い
な
）
と
い
う
厄
払
い
の
行
事
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
行
事
の
一
つ
、
豆
打
ち
の
名
残
り
が
「
豆
ま

き
」
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

当
院
で
は
こ
の
日
、
午
後
一
時
か
ら
本
堂
で
節
分
会
追
儺
式
が
営
ま
れ
、
檀
信
徒

さ
ん
約
二
百
人
が
一
年
の
幸
福
と
社
会
の
安
穏
を
願
っ
て
ご
祈
祷
を
受
け
ま
し
た
。

今
年
の
節
分
会
は
平
日
に
あ
た
り
、
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
午
後
一
時
五
十
分
の
豆
ま

き
の
時
刻
ま
で
に
は
、
近
隣
の
会
社
の
Ｏ
Ｌ
や
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、
保
育
園
の
園
児
さ

ん
や
老
人
ホ
ー
ム
の
方
々
な
ど
、
老
若
男
女
問
わ
ず
、
た
く
さ
ん
の
参
詣
者
が
境
内

に
詰
め
か
け
、
に
ぎ
や
か
に
豆
ま
き
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
今
回
も
豆
だ
け
で
は
な

く
、
前
回
好
評
だ
っ
た
袋
入
り
の
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
や
お
菓
子
、
タ
オ
ル
な

ど
も
ま
か
れ
、
大
い
に
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。
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第
二
十
六
回

山
梨
県
富
士
川
町
・
妙
諸
寺

リ
ニ
ア
通
過
結
縁
の
寺

東
京
・
品
川
駅
で
中
央
新
幹
線
リ
ニ
ア
モ
ー
タ
ー
カ

ー
の
新
駅
建
設
が
先
頃
、
着
工
し
ま
し
た
。
リ
ニ
ア
モ
ー

タ
ー
カ
ー
は
、
時
速
六
〇
三
キ
ロ
の
世
界
最
高
速
度
記
録

を
持
つ
、
ま
さ
に
夢
の
超
特
急
。
Ｊ
Ｒ
東
海
は
品
川
―
名

古
屋
間
の
二
〇
二
七
年
開
業
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
品
川

―
名
古
屋
を
四
十
分
、
品
川
―
大
阪
を
六
十
七
分
で
結
ぶ

と
い
う
の
で
す
か
ら
、
本
当
に
驚
き
で
す
。

さ
て
、
な
ぜ
、
突
然
に
リ
ニ
ア
の
話
を
始
め
た
の

か
、
疑
問
に
思
っ
た
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。
実
は
、
先

日
、
千
か
寺
参
り
で
訪
れ
た
お
寺
で
、
と
て
も
珍
し
い
御

首
題
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
題
目
の
左
側
に
「
中
央
新

幹
線
リ
ニ
ア
通
過
結
縁
之
寺
」
と
書
か
れ
て
い
た
の
で

す
。私

は
思
わ
ず
「
『
リ
ニ
ア
通
過
結
縁
』
と
は
、
ど
う

い
う
こ
と
な
の
で
す
か
」
と
ご
住
職
に
う
か
が
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
ご
住
職
は
「
実
は
、
境
内
の
真
上
を
リ
ニ
ア

の
高
架
線
が
通
過
し
て
い
く
の
で
す
。
高
架
線
の
高
さ
は

二
十
～
三
十
メ
ー
ト
ル
と
言
い
ま
す
か
ら
、
相
当
高
い
場

所
を
走
っ
て
い
く
よ
う
で
す
。
リ
ニ
ア
の
建
設
ル
ー
ト
は

ほ
と
ん
ど
が
ト
ン
ネ
ル
と
言
わ
れ
、
地
上
部
は
わ
ず
か
だ

と
聞
い
て
い
た
の
で
、
こ
の
お
寺
の
真
上
を
通
過
す
る
と

聞
い
て
、
本
当
に
驚
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
こ
れ
も
ご
縁

な
の
か
と
『
リ
ニ
ア
通
過
結
縁
之
寺
』
と
御
首
題
に
添
え

る
こ
と
に
し
た
の
で
す
」
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
昨

年
、
工
事
関
係
者
が
お
寺
を
訪
ね
て
き
て
、
高
架
線
の
位

置
を
示
す
杭
を
打
っ
て
い
っ
た
そ
う
で
、
ご
住
職
は
そ
の

場
所
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。

私
は
、
千
七
百
か
寺
以
上
の
お
寺
で
御
首
題
を
い
た

だ
い
て
い
ま
す
が
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
の
言
葉
が
混
じ
る
御

首
題
は
ご
く
ま
れ
で
す
。
し
か
も
そ
れ
が
、
科
学
技
術
の

最
先
端
を
意
味
す
る
「
リ
ニ
ア
」
と
い
う
言
葉
で
し
た
か

ら
驚
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
実
際
の
お
寺
は
と
い
う
と
、

本
堂
の
前
に
大
き
な
広
場
が
あ
り
、
鉄
棒
な
ど
の
遊
具
や

桜
並
木
も
あ
っ
て
小
学
校
の
校
庭
の
よ
う
な
趣
で
す
。
私

が
訪
れ
た
と
き
は
、
た
く
さ
ん
の
子
ど
も
た
ち
が
本
堂
を

出
入
り
し
、
広
場
で
鬼
ご
っ
こ
を
す
る
な
ど
し
て
遊
ん
で

い
ま
し
た
。
本
当
に
の
ど
か
な
風
景
で
す
。

日
蓮
宗
寺
院
大
鑑
に
よ
る
と
「
開
基
の
道
玄
院
日
正

は
当
所
に
庵
を
結
び
、
法
華
経
を
読
誦
し
、
真
言
宗
徒
の

折
伏
を
初
め
、
次
々
と
改
宗
さ
せ
て
い
っ
た
。
開
山
の
顕

性
坊
日
宝
は
東
小
林
村
全
戸
を
法
華
経
信
者
と
な
し
、
庵

を
改
め
寺
観
を
一
新
。
天
正
五
年
（
一
五
七
七
年
）
に
日

宝
が
示
寂
し
て
い
る
の
で
、
開
創
は
そ
の
少
し
前
と
思
わ

れ
る
」
と
あ
り
、
戦
国
時
代
ま
で
お
寺
の
歴
史
が
さ
か
の

ぼ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ま
た
、
広
場
（
境
内
）
の
入

り
口
に
日
蓮
宗
寺
院
に
は
珍
し
い
禅
宗
様
建
築
の
四
脚
門

（
し
き
ゃ
く
も
ん
、
山
門
）
が
建
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
様

式
か
ら
見
て
、
室
町
時
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
そ
う
な
文
化

財
ク
ラ
ス
の
建
物
で
す
。

こ
の
よ
う
に
お
寺
は
長
い
歴
史
が
あ
っ
て
、
古
き
良
き

時
代
の
の
ど
か
な
風
景
を
今
に
伝
え
て
い
ま
す
。
一
方

で
、
十
一
年
後
に
は
お
寺
の
真
上
を
世
界
最
速
・
最
新
の

リ
ニ
ア
モ
ー
タ
ー
カ
ー
が
走
り
抜
け
ま
す
。
古
き
も
の
と

新
し
い
も
の
の
取
り
合
わ
せ
。
そ
の
バ
ラ
ン
ス
。
境
内
が

ど
ん
な
風
景
に
変
わ
っ
て
い
く
の
か
、
私
は
お
寺
の
将
来

が
と
て
も
気
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

（
平
山
徹
・
新
聞
記
者
）

妙諸寺本堂
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―
―
副
住
職
が
全
日
青
の
会
長
を
引
き
受
け
る
に
至
っ
た
い

き
さ
つ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
ま
ず

は
そ
の
点
か
ら
お
話
し
い
た
だ
け
ま
す
か
？

副
住
職
「
全
日
青
に
は
会
長
の
下
に
十
三
～
十
五
の
担
当
委

員
会
が
置
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
社
会
活
動
だ
っ
た
り
、

復
興
支
援
活
動
、
布
教
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
私
は
そ
の
中

の
一
つ
、
『
社
会
教
化
担
当
委
員
長
』
と
し
て
、
現
在
の
第

三
十
一
代
会
長
の
下
で
、
活
動
を
繰
り
広
げ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
任
期
が
終
わ
り
に
近
づ
い
た
こ
と
か
ら
、
東
京
・
池
上

の
日
蓮
宗
宗
務
院
で
今
年
一
月
二
十
八
日
、
全
国
日
蓮
宗
青

年
会
代
表
者
会
議
が
開
か
れ
、
次
期
執
行
部
案
が
討
議
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
中
で
現
会
長
か
ら
、
次
期
会
長
と
し
て
私
が

指
名
を
受
け
、
全
国
各
地
域
の
代
表
者
た
ち
の
承
認
を
得
た

の
で
す
」

―
―
身
延
別
院
に
も
青
年
会
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
も
そ
も
全

日
青
と
は
何
を
行
う
組
織
な
の
で
す
か
。
ど
ん
な
人
た
ち
が

集
ま
っ
て
い
る
の
で
す
か
。

副
住
職
「
身
延
別
院
は
『
東
京
東
部
』
と
い
う
管
区
に
入
っ

て
い
ま
す
が
、
こ
う
し
た
管
区
が
全
国
に
七
十
四
あ
り
、
そ

の
管
区
ご
と
に
青
年
僧
に
よ
っ
て
約
六
十
の
青
年
会
が
組
織

さ
れ
て
い
ま
す
。
全
日
青
は
、
全
国
の
管
区
の
青
年
会
を
さ

ら
に
八
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
代
表
者
が
集
ま

り
、
会
長
、
副
会
長
、
担
当
の
委
員
会
委
員
長
な
ど
を
選
出

し
て
構
成
し
ま
す
。
全
国
の
青
年
会
の
活
動
を
支
援
し
た
り

取
り
ま
と
め
た
り
す
る
な
ど
し
て
牽
引
す
る
組
織
と
言
っ
て

よ
い
で
し
ょ
う
。
全
国
で
約
千
人
の
青
年
僧
が
参
加
し
て
い

ま
す
。
青
年
僧
と
言
っ
て
も
年
齢
の
上
限
は
様
々
で
、
四
十

五
歳
だ
っ
た
り
五
十
歳
だ
っ
た
り
と
管
区
に
よ
っ
て
様
々
の

よ
う
で
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
昭
和
三
十
七
年
に
初
代
会
長

が
第
一
回
目
の
全
国
結
集
（
集
会
）
を
開
催
し
て
以
来
、
連

綿
と
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
」

―
―
ど
ん
な
全
日
青
に
し
て
い
き
た
い
で
す
か
、
今
か
ら
考

え
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

副
住
職
「
先
ほ
ど
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
二
年
間
、

今
期
の
全
日
青
の
社
会
教
化
担
当
委
員
長
と
し
て
、
ま
た
自

分
自
身
が
設
立
し
た
一
般
社
団
法
人
日
青
塾
の
理
事
と
し

て
、
一
般
の
人
々
を
巻
き
込
み
な
が
ら
僧
侶
の
活
動
を
ア
ピ

ー
ル
し
て
き
ま
し
た
。
怪
談
語
り
、
精
進
料
理
を
い
た
だ
く

イ
ベ
ン
ト
、
被
災
地
復
興
支
援
活
動
、
東
京
マ
ラ
ソ
ン
・
大

阪
マ
ラ
ソ
ン
へ
の
参
加
と
い
っ
た
活
動
の
数
々
で
す
。
そ
ん

な
こ
と
も
あ
っ
て
、
全
国
の
青
年
僧
の
中
で
『
藤
井
教
祥
が

会
長
に
な
っ
た
ら
、
彼
の
こ
と
だ
、
こ
れ
ま
で
に
や
っ
た
こ

と
の
な
か
っ
た
事
業
に
取
り
組
む
の
で
は
！
』
と
期
待
さ
れ

て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
だ
か
ら
、
青
年
僧
侶
で
な
け
れ
ば

で
き
な
い
、
思
い
切
っ
た
事
業
を
企
画
し
、
即
、
実
行
し
て

い
こ
う
と
考
え
て
い
ま
す
」

（
左
ペ
ー
ジ
へ
続
く
）

就

任

を

前

に

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

身延別院の藤井教祥副住職が全国日蓮宗青年会（全日

青）の第三十二代会長となることが決まりました。これま

でも当院の諸行事で住職を支え、当院青年会活動の要とな

って奔走してきた副住職ですが、青年会の全国組織のトッ

プとして日本中を駆け回ることになります。会長の任期は

五月十七日からの二年間。就任を目前にした副住職に抱負

をうかがいました。（聞き手・平山徹）
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―
―
「
即
、
実
行
」
と
い
う
の
は
素
晴
ら
し
い
で
す
ね
。

実
際
に
は
困
難
な
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
？

副
住
職
「
私
は
今
、
三
十
六
歳
。
全
日
青
の
会
長
と
し
て

は
異
例
の
若
さ
の
よ
う
で
す
。
で
す
か
ら
、
私
よ
り
も
年

上
の
副
会
長
や
担
当
委
員
長
も
多
く
、
『
若
い
く
せ
に
』

と
か
『
生
意
気
だ
』
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
発
足
当
初
の
全
日
青
は
今
以
上
に
若

手
の
僧
侶
が
多
く
、
も
っ
と
活
発
に
活
動
し
て
い
た
と
聞

い
て
い
ま
す
。
も
の
わ
か
り
の
良
い
、
お
と
な
し
い
存
在

で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と
思
う
の
で
す
。
無
難
に
ま
と
め

る
だ
け
の
調
整
型
の
組
織
で
よ
し
と
す
る
な
ら
、
私
が
会

長
に
な
る
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
青
年
僧
自
ら
が
考
え
て

決
め
た
こ
と
を
、
実
行
し
て
い
く
。
年
長
者
か
ら
ス
ト
ッ

プ
が
か
か
っ
た
と
し
て
も
、
実
行
し
て
い
く
。
そ
の
く
ら

い
ア
グ
レ
ッ
シ
ブ
に
挑
戦
し
て
い
く
組
織
を
目
指
し
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
」

―
―
こ
れ
ま
で
以
上
に
全
国
各
地
を
駆
け
回
る
こ
と
に
な

り
、
身
延
別
院
を
離
れ
る
機
会
が
増
え
そ
う
で
す
。
別
院

の
檀
信
徒
さ
ん
に
ひ
と
言
お
願
い
し
ま
す
。

副
住
職
「
確
か
に
全
国
を
駆
け
回
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

全
国
八
ブ
ロ
ッ
ク
の
催
し
や
担
当
委
員
会
の
イ
ベ
ン
ト
な

ど
が
あ
れ
ば
、
会
長
と
し
て
あ
い
さ
つ
に
う
か
が
う
こ
と

に
な
る
か
ら
で
す
。
国
内
ば
か
り
で
は
な
く
、
海
外
の
行

事
に
も
出
か
け
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
米
国
シ
ア
ト

ル
開
教
百
周
年
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
ス
マ
ト
ラ
島
大
地
震

十
三
回
忌
、
イ
ン
ド
・
ナ
グ
プ
ー
ル
龍
宮
寺
法
要
な
ど
、

す
で
に
決
ま
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
私

が
こ
う
し
て
活
動
が
で
き
る
の
は
、
す
べ
て
檀
信
徒
の
皆

さ
ん
の
支
え
が
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
の
こ
と
を
一
瞬
た
り

と
も
忘
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
全
日
青
の
会

長
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
身
延
別
院
の
行
事
や
青
年

会
イ
ベ
ン
ト
が
減
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
夏
休
み
子
ど

も
道
場
、
べ
っ
た
ら
市
へ
の
参
加
、
縁
結
び
コ
ン
な
ど
は

こ
れ
か
ら
も
続
け
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
私
の
姿
を
見

か
け
た
ら
、
ど
う
ぞ
、
こ
れ
ま
で
同
様
に
声
を
か
け
て
く

だ
さ
い
。
相
談
に
も
乗
り
ま
す
。
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
あ
っ

て
の
私
だ
か
ら
で
す
。

―
―
全
日
青
の
会
長
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
二
年
間
、
存
分

に
力
を
発
揮
し
て
く
だ
さ
い
。
檀
信
徒
の
私
た
ち
も
副
住

職
の
活
躍
を
注
目
し
続
け
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
日
は
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

副
住
職
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」

副住職の最近の活動から
▼
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新
年
祈
祷
会
に
二
百
五
十
人

正
月
三
ヶ
日
、
「
願
満
高
祖
日
蓮
大
菩
薩
」
御
開
帳

新
春
祈
祷
会
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。
身
延
別
院
の
新
年

最
初
の
行
事
で
す
。
大
晦
日
の
境
内
は
町
内
の
参
詣
者

が
多
く
訪
れ
、
ご
祈
祷
は
元
日
午
前
八
時
頃
か
ら
始
ま

り
ま
し
た
。

三
日
間
で
訪
れ
た
参
詣
者
は
約
二
百
五
十
人
に
の
ぼ

り
ま
し
た
。
ご
祈
祷
を
終
え
る
と
、
藤
井
住
職
か
ら
参

詣
者
一
人
一
人
に
お
屠
蘇
が
振
る
舞
わ
れ
、
祈
願
木

札
、
暦
、
葛
菓
子
が
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

中
山
法
華
経
寺
、
堀
之
内
妙
法
寺
な
ど
を
団
参

身
延
別
院
の
檀
信
徒
の
一
行
が
一
月
十
一
日
、
千
葉

県
市
川
市
の
大
本
山
・
中
山
法
華
経
寺
と
総
武
霊
園
、

東
京
都
杉
並
区
の
本
山
・
堀
之
内
妙
法
寺
を
参
拝
し
ま

し
た
。
参
加
し
た
の
は
藤
井
住
職
、
藤
井
教
祥
副
住
職

を
は
じ
め
、
檀
信
徒
さ
ん
ら
計
三
十
五
人
。
一
行
は
八

時
四
十
五
分
に
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
で
当
院
を
出
発
し
ま
し

た
。最

初
に
訪
れ
た
法
華
経
寺
で
は
、
荒
行
堂
の
行
僧
を

見
舞
う
各
地
か
ら
の
参
拝
客
で
混
雑
す
る
中
、
ご
祈
祷

を
受
け
ま
し
た
。
続
い
て
市
川
市
の
総
武
霊
園
を
訪

れ
、
身
延
別
院
開
山
で
身
延
山
久
遠
寺
第
七
十
三
世
法

主
の
文
明
院
日
薩
上
人
と
、
身
延
別
院
初
代
住
職
で
身

延
山
久
遠
寺
第
八
十
六
世
法
主
の
藤
井
日
静
上
人
の
お

墓
参
り
を
し
ま
し
た
。

最
後
に
訪
れ
た
妙
法
寺
で
は
、
祖
師
堂
で
お
開
帳
を

受
け
、
諸
堂
を
案
内
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

昨
年
に
続
き
新
年
写
経
会

身
延
別
院
青
年
会
主
催
の
新
年
写
経
会
が
一
月
十
七

日
、
当
院
で
開
か
れ
ま
し
た
。
昨
年
に
続
き
、
誰
に
で

も
気
軽
に
お
寺
に
足
を
運
ん
で
も
ら
お
う
と
青
年
会
が

企
画
し
た
も
の
で
す
。

檀
信
徒
さ
ん
の
ほ
か
、
今
回
お
寺
を
初
め
て
訪
れ
る

と
い
う
方
も
お
り
、
十
三
人
が
参
加
し
ま
し
た
。
地
下

ホ
ー
ル
に
机
と
椅
子
が
用
意
さ
れ
、
参
加
者
は
、
藤
井

教
祥
副
住
職
か
ら
写
経
の
心
構
え
な
ど
の
説
明
を
受
け

た
後
、
妙
法
蓮
華
経
如
来
壽
量
品
第
十
六
の
お
自
我
偈

の
五
百
十
文
字
を
、
面
相
筆
を
使
っ
て
一
つ
一
つ
丁
寧

に
な
ぞ
っ
て
い
き
ま
し
た
。

中山法華経寺を参拝し、本院の前で記念撮影

新年祈祷会で撰経を受ける参拝者たち

真剣に写経に取り組む参加者たち
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当院を団参に訪れた妙建寺の皆さん

節分の豆まき用の豆を袋詰めする檀信徒の皆さん

豆
入
れ
奉
仕
に
十
三
人

身
延
別
院
の
檀
信
徒
有
志
が
、
一
月
二
十
二
、
二
十

三
日
、
節
分
会
で
用
い
る
豆
の
袋
詰
め
を
地
下
ホ
ー
ル

で
行
い
ま
し
た
。
身
延
別
院
で
は
、
ま
か
れ
た
豆
を
参

詣
者
が
持
ち
帰
れ
る
よ
う
に
、
小
さ
な
ビ
ニ
ー
ル
袋
に

詰
め
て
い
ま
す
。
今
年
は
六
斗
五
升
分
の
豆
が
用
意
さ

れ
ま
し
た
。
参
加
者
は
、
豆
を
杯
で
袋
に
入
れ
る
役
、

袋
を
ホ
チ
キ
ス
で
閉
じ
る
役
な
ど
、
役
割
を
分
担
し
な

が
ら
手
際
よ
く
作
業
を
進
め
て
い
ま
し
た
。
事
前
に
準

備
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
お
か
げ
で
、
節
分
会
を
二
月

三
日
に
盛
大
に
行
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

豆
入
れ
奉
仕
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
の
は
以
下
の
皆

さ
ん
で
す
。

阿
久
津
喜
美
子
、
石
渡
日
出
子
、
伊
東
精
子
、
今
井

善
子
、
小
林
聰
子
、
酒
匂
三
千
子
、
佐
竹
美
智
子
、
寺

久
保
ト
シ
子
、
中
田
し
ず
え
、
林
好
江
、
山
口
彌
恵
、

吉
田
陽
子
、
龍
憲
吾
（
敬
称
略
）
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

栃
木
・
妙
建
寺
の
一
行
が
当
院
を
団
参

栃
木
県
小
山
市
の
妙
建
寺
（
住
職
・
西
口
玄
修
上

人
）
の
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
九
人
が
一
月
二
十
日
、
当
院

を
参
拝
さ
れ
ま
し
た
。
妙
建
寺
は
建
武
元
年
（
一
三
三

四
年
）
の
創
建
で
、
日
蓮
聖
人
の
六
人
の
お
弟
子
さ
ん

の
一
人
、
伊
予
阿
闍
梨
（
い
よ
あ
じ
ゃ
り
）
日
頂
上
人

を
開
山
と
仰
ぐ
名
刹
で
す
。

住
職
の
西
口
上
人
が
大
学
生
だ
っ
た
時
、
当
院
で
随

身
を
さ
れ
て
い
た
ご
縁
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
も
西
口

上
人
は
当
院
を
た
び
た
び
訪
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

一
行
は
こ
の
日
午
前
十
時
過
ぎ
に
当
院
に
到
着
し
ま

し
た
。
本
堂
で
願
満
日
蓮
大
菩
薩
の
お
開
帳
を
受
け
、

地
下
ホ
ー
ル
で
休
憩
し
た
後
、
当
院
を
後
に
さ
れ
ま
し

た
。

三
月
十
七
日
（
木
）
～
二
十
三
日
（
水
）
春
季
彼
岸
会

二
十
三
日
（
水
）
彼
岸
会
施
餓
鬼
法
要

午
後
一
時
よ
り

四
月

一
日
（
金
）
願
満
祖
師
御
開
帳

八
日
（
金
）
花
ま
つ
り

終
日
甘
茶
供
養

十
二
日
（
火
）
甲
子
大
黒
天
祭

願
満
二
十
六
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
今
回
は
四
―
五

面
で
、
当
院
の
副
住
職
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
大
き
く
特
集

し
ま
し
た
。
全
国
組
織
で
あ
る
全
国
日
蓮
宗
青
年
会
の

第
三
十
二
代
会
長
に
、
藤
井
教
祥
副
住
職
が
就
任
す
る

と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
飛
び
込
ん
で
き
た
か
ら
で
す
。
正

式
な
就
任
は
今
年
の
五
月
か
ら
と
の
こ
と
で
、
就
任
後

は
と
て
も
忙
し
い
立
場
と
な
り
そ
う
で
す
。

し
か
し
、
副
住
職
は
「
身
延
別
院
の
檀
信
徒
の
皆
さ

ん
の
支
え
が
あ
っ
て
こ
そ
」
と
強
調
さ
れ
ま
し
た
。

健
康
に
留
意
さ
れ
、
存
分
に
力
を
発
揮
し
て
も
ら
い

た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

次
回
は
お
盆
過
ぎ
の
発
行
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

（
平
山
）
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日
蓮
大
聖
人
の
有
名
な
御
文
章
の
『
波
木
井
殿
御
書
』
に
次
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ

る
。
「
釈
迦
仏
は
天
竺
霊
山
に
居
し
て
八
箇
年
法
華
経
を
説
せ
給
。
御
入
滅
は
霊
山
よ
り
艮

に
当
れ
る
東
天
竺
倶
尸
那
城
跋
提
河
の
純
陀
が
家
に
居
し
て
入
滅
な
り
し
か
ど
も
、
八
箇
年
法

華
経
を
説
せ
給
山
な
れ
ば
と
て
御
墓
を
ば
霊
山
に
建
さ
せ
給
き
。
さ
れ
ば
日
蓮
も
如
是
、
身
延

山
よ
り
艮
に
当
て
、
武
蔵
国
池
上
右
衛
門
大
夫
宗
長
が
家
に
し
て
可
死
候
可
。
縦
い
づ
く
に
て

死
候
と
も
、
九
箇
年
の
間
心
安
く
法
華
経
を
読
誦
し
奉
候
山
な
れ
ば
、
墓
を
ば
身
延
山
に
立
さ

せ
給
へ
。
未
来
際
ま
で
も
心
は
身
延
山
に
可
住
候
。
」

こ
の
御
書
は
偽
撰
説
は
あ
る
も
の
の
、
釈
尊
は
霊
鷲
山
で
八
年
間
、
『
法
華
経
』
説
法
を
さ

れ
た
の
で
、
そ
の
墓
を
霊
鷲
山
に
建
て
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
日
蓮
も
身
延
山
で
九
ヶ
年

の
間
『
法
華
経
』
を
読
誦
し
た
の
で
、
ど
こ
で
死
の
う
と
も
墓
を
身
延
山
に
建
て
て
ほ
し
い
、

と
い
う
大
聖
人
の
お
言
葉
が
書
か
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
文
中
の
釈
尊
の
霊
鷲
山
八
ヶ
年
の

『
法
華
経
』
説
法
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

釈
尊
は
八
十
歳
で
入
滅
さ
れ
た
と
い
う
の
が
諸
種
の
仏
伝
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
だ
か
ら
、
八

十
入
滅
は
動
か
せ
な
い
。
す
る
と
『
法
華
経
』
説
法
の
開
始
は
釈
尊
七
十
二
歳
の
時
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
法
華
経
』
の
開
経
と
さ
れ
る
『
無
量
義
経
』
に
は
「
四
十
余
年
、
未
顕
真
実
」

（
四
十
余
年
、
未
だ
真
実
を
顕
さ
ず
）
と
あ
り
、
『
妙
法
蓮
華
經
』
従
地
涌
出
品
第
十
四
に
は

「
得
成
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩
提
。
從
是
已
來
始
過
四
十
餘
年
。
」
（
阿
耨
多
羅
三
藐
三
菩

提
を
成
ず
る
こ
と
を
得
た
ま
え
り
。
是
れ
よ
り
已
来
始
め
て
四
十
余
年
を
過
ぎ
た
り
）
と

あ
る
。
つ
ま
り
、
釈
尊
が
悟
ら
れ
て
か
ら
『
法
華
経
』
説
法
ま
で
に
最
低
で
も
四
十
年
は

経
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
釈
尊
の
『
法
華
経
』
説
法
が
八
年

だ
か
ら
、
菩
提
樹
下
で
悟
ら
れ
た
時
の
年
齢
は
三
十
二
歳
以
下
と
な
る
。
私
た
ち
が
今

日
、
普
通
に
知
っ
て
い
る
釈
尊
の
伝
記
で
は
、
二
十
九
歳
出
家
、
苦
行
六
年
、
そ
し
て
三

十
五
歳
の
成
道
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
三
十
五
歳
に
最
低
で
も
四
十
年
を
足
し
、
さ
ら
に

八
年
を
足
す
と
八
十
三
歳
と
な
っ
て
し
ま
い
、
計
算
が
合
わ
な
く
な
る
。
こ
こ
で
大
聖
人

の
他
の
御
文
章
を
見
て
み
る
と
、
釈
尊
の
事
績
に
つ
い
て
大
聖
人
は
諸
処
に
「
十
九
出

家
、
三
十
成
道
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

た
と
え
ば
、
大
聖
人
三
十
七
歳
の
時
の
『
一
代
聖
教
大
意
』
に
は
、
「
仏
は
十
九
出

家
、
三
十
成
道
と
定
む
る
事
は
大
論
に
見
え
た
り
。
一
代
聖
教
五
十
年
と
申
す
事
は
涅
槃

経
に
見
え
た
り
。
法
華
経
已
前
四
十
二
年
と
申
す
事
は
無
量
義
経
に
見
え
た
り
。
法
華
経

八
箇
年
と
申
す
事
は
涅
槃
経
の
五
十
年
の
文
と
無
量
義
経
の
四
十
二
年
の
文
の
間
を
勘
う

れ
ば
八
箇
年
な
り
。
已
上
、
十
九
出
家
、
三
十
成
道
、
五
十
年
の
転
法
輪
、
八
十
入
滅
と

定
む
べ
し
。
」
（
原
漢
文
）
と
あ
る
。
「
仏
は
十
九
出
家
、
三
十
成
道
と
定
む
る
事
は
大

論
に
見
え
た
り
。
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
典
拠
は
大
論
、
す
な
わ
ち
『
大
智
度
論
』
に
あ
る

と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
同
論
の
『
大
正
蔵
経
』
テ
キ
ス
ト
を
検
索
し
て
み
る
と
、

「
十
九
出
家
」
は
あ
る
も
の
の
、
「
三
十
成
道
」
は
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

ま
た
、
「
法
華
経
已
前
四
十
二
年
と
申
す
事
は
無
量
義
経
に
見
え
た
り
。
」
と
あ
る
も
の

の
、
実
際
に
は
『
無
量
義
経
』
に
は
「
四
十
余
年
」
で
あ
っ
て
、
「
四
十
二
年
」
と
は
確

定
し
て
い
な
い
。
実
は
こ
れ
を
「
四
十
二
年
」
と
は
っ
き
り
と
確
定
し
て
い
る
の
は
、
大

聖
人
の
三
十
三
歳
の
時
の
著
述
と
さ
れ
る
『
問
答
鈔
』
の
中
の
引
用
文
で
あ
る
。
同
書

に
、

「
問
云
、
四
十
二
年
は
方
便
を
説
、
後
八
ケ
年
は
法
華
経
を
説
せ
給
ふ
と
申
す
証
文
は
何

れ
に
見
え
て
候
ぞ
や
。
答
云
、
大
論
云
、
十
九
出
家
三
十
成
仏
と
云
云
。
涅
槃
経
云
、
八

十
入
滅
。
三
十
よ
り
八
十
ま
で
は
五
十
年
な
り
。
然
る
に
法
界
性
論
云
、
仏
年
七
十
二
歳

説
法
華
経
云
云
。
是
た
し
か
な
る
証
文
也
。
」

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
『
法
界
性
論
』
と
い
う
論
書
に
釈
尊
は
七
十
二
歳
で
『
法
華

経
』
を
説
か
れ
た
と
あ
る
。
こ
の
論
書
は
六
世
紀
に
イ
ン
ド
か
ら
中
国
へ
や
っ
て
き
た
訳

経
僧
菩
提
流
支
の
撰
述
と
い
う
。
こ
の
書
は
現
存
し
な
い
が
、
中
国
天
台
智
顗
の
頃
に
は

存
在
し
た
。
『
法
華
玄
義
』
や
『
法
華
文
句
』
な
ど
、
あ
ち
こ
ち
に
引
用
文
が
残
っ
て
お

り
、
日
本
で
も
円
珍
以
来
、
叡
山
に
は
あ
っ
た
よ
う
で
源
信
の
著
作
『
真
如
観
』
中
に
も

引
用
が
あ
る
。
青
木
隆
氏
の
論
文
に
よ
る
と
、
釈
尊
が
成
道
後
の
四
十
二
年
に
『
法
華

経
』
を
説
い
た
と
す
る
説
の
淵
源
が
こ
の
論
書
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
。

今
日
、
仏
典
な
ど
の
電
子
デ
ー
タ
化
が
進
み
、
短
時
間
で
色
々
な
こ
と
が
検
索
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
。
本
稿
も
そ
の
お
か
げ
を
蒙
っ
て
い
る
。
（
住
職
）

あ
れ
やこ

れ
や

霊
り
よ
う

山
ぜ

ん

八
ヶ
年


