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今
年
も
ま
も
な
く
お
盆
を
迎
え
ま

す
。
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
で
、
お
盆
を
迎
え

ら
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

お
盆
は
、
む
先
祖
さ
ま
の
霊
が
年

に

一
度
、
皆
さ
ま
の
と
こ
ろ
に
帰

っ

て
く
る
と
き
で
す
。
亡
く
な

っ
た
方

た
ち
を
迎
え
、
故
人
を
回
想
す
る
な

か
で
、
あ
ら
た
め
て
む
自
分
の
人
生

は
ど
う
だ

っ
た
か
、
故
人
と
の
約
束

が
守
ら
れ
た
か
、
故
人
に
感
謝
し
、

お
返
し
や
思
い
や
り
の
心
で
生
き
る

こ
と
が
で
き
た
か
、
を
振
り
返
る
こ

と
が
で
き
る
と
き
で
も
あ
り
ま
す
。

身
内
同
士
が
争
う
の
で
は
な
く
、

家
族
で
仲
よ
く
お
参
り
を
し
て
故
人

の
供
養
を
す
れ
ば
、
家
族
の
絆
を
よ

り
強
く
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

れ
は
故
人
か
ら
の
贈
り
物
で
あ
る
と

同
時
に
お
互
い
の
人
生
を
豊
か
に
す

る
こ
と
で
も
あ
る
と
考
え
ま
す
。

私
ど
も
の
日
進
桜
楓
霊
苑
で
は
、

成
り
立

っ
て
い
る
事
に
気
づ
き
、
人

と
し
て
、
生
命
を
受
け
た
事
自
体
に

感
謝
す
る
気
持
ち
を
も
つ
事
が
で
き

れ
ば
、
案
外

「幸
せ
」
を
感
じ
る
事

が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う

か
。
そ
し
て
も
う

一
歩
進
め
て
、
今

「や
り
た
い
事
、
楽
し
い
事
」
を
追

い
求
め
る
の
で
な
く

「
や
る
べ
き

事
」
は
な
何
か
と

一
度
立
ち
返

っ
て

考
え
、
実
践
す
る
事
が
大
切
だ
と
思

い
ま
す
。
お
盆
の
時
、
家
族
同
士
の

つ
な
が
り
を
深
め
な
が
ら
、
生
命
の

流
れ
に
気
づ
く
時
を
持

っ
て
ほ
し
い

と
念
じ
て
い
ま
す
。
酷
暑
の
折
、
皆

様
、
呉
々
も
お
体
を
大
切
に
お
過
し

下
さ
い
。

む
家
族
皆
さ
ま
が
む
満
足
で
き
る
お

墓
づ
く
り
と
故
人
が
穏
や
か
に
過
む

せ
る
場
所
と
な
る
よ
う
な
管
理
を
目

指
し
て
い
ま
す
。
ま
た
皆
さ
ま
が
気

持
ち
よ
く
お
参
り
で
き
る
よ
う
に
、

訪
ね
た
方
が
ゆ

っ
く
り
故
人
と
対
話

し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
心
が
け
て
い

ま
す
。
お

一
人
で
も
多
く
の
方
が
お

参
り
さ
れ
ま
す
よ
う
、
心
か
ら
お
待

ち
申
し
上
げ
て
い
ま
す
。

今
年
も
お
盆
の
季
節
と
な
り
ま
し

た
。
お
盆
は
日
常
の
生
活
か
ら
離
れ

て
、
自
分
の
足
元
を
見
つ
め
直
す
と

き
で
す
。

が
と
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自
分
が
今
、
こ
こ
に

「生
」
を
受

け
る
た
め
に
は
、
ど
れ
だ
け
多
く
の

「
生
命
」
が
土
台
と
な

っ
て
い
る

か
、
皆
さ
ん
は
む
存
知
で
し

ょ
う

か
。　
一
人
の
人
間
の
生
命
は
、
父
と

母
か
ら
成
さ
れ
、
そ
の
父
と
母
は
そ

れ
ぞ
れ
の
父
と
母
か
ら
成
さ
れ
た
と

数
え
る
と
、
な
ん
と
５
代
前
は
５２
人

の
両
親
と
な
り
、
Ю
代
前
ま
で
の
両

親
だ
け
で
も
１
０
２
４
人
、

２０
代
前

で
は
１
０
４
万
８
５
７
６
人
、

３０
代

前
で
は
１０
億
７
３
７
４
万
１
８
２
４

人
に
も
な
り
ま

す
。こ

ん
な
に
多

く
の
生
命
の
流

れ
の
結
晶
が
、

私
た
ち
の
生
命

な
の
で
す
。
そ

の
ど
れ

一
つ
欠
け
て
も
、
今
の
私
た

ち
の
生
命
は
な
か

っ
た
の
で
す
。
そ

し
て
、
こ
れ
か
ら
私
の
生
命
が
次
々

と
続
い
て
い
く
こ
と
を
考
え
る
と
、

「生
命
」
の
尊
さ
を
感
じ
ず
に
は
い

ら
れ
ま
せ
ん
。

現
代
社
会
の
中
で
は
、
今
の
自
分

だ
け
を
考
え
て
し
ま
い
、
自
分
の
「や

り
た
い
事
、
楽
し
い
事
」
を
追
い
か

け
て
し
ま
い
が
ち
で

す
。
今
の
自
分
は
、

多
く
の
生
命
の
上
に

今

ザ
難

生

ム
マ
ダ
鮮
鼠

今
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お
盆
は
正
式
に
は

「孟
蘭
盆
会

（う

ら
ぼ
ん
え
ン
と
い
い
、
仏
教
の
言
葉
に

よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
な
音
写
語

（イ
ン

ド
の
梵
語

。
ぼ
ん
む
）
の
発
音
を
中
国

人
が
漢
字
に
写
し
た
も
の
）
で
す
。
「孟

蘭
盆
」
の
元
と
な

っ
た
の
は
、
イ
ン
ド

の
言
葉
で

「ウ
ッ
ラ
ン
バ
ナ
」
（
ｕ
ｌ
ｌ

ａ
ｍ
ｂ

ａ
ｎ
ａ
）
で
、
そ
の
意
味
は
、

「さ
か
さ
に
吊
る
さ
れ
る
こ
と
」
か
ら

「倒
懸
（と
う
け
ん
ど
と
訳
さ
れ
ま
す
。

後
の
言
い
伝
え
で
、
「仏
説
孟
蘭
盆
経

（ぶ

っ
せ
つ
う
ら
ぼ
ん
き
ょ
う
）
に
よ

る
と
、
お
釈
迦
さ
ま
の
高
弟
で
あ

っ
た

目
連
が
あ
の
世
を
見
通
す
力

（天
眼
通

て
ん
げ
ん
つ
う
）
で
今
は
亡
き
母
の
姿

を
見
る
と
、
母
親
は
食
べ
物
も
口
に
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
非
常
な
苦
し
み
に

あ
え
い
で
い
ま
し
た
。
お
釈
迦
さ
ま
に

ど
う
し
た
ら
母
を
救
え
る
か
を
た
ず
ね

た
と
こ
ろ
、
３
カ
月
間
の
雨
季
の
修
行

の
終
わ
る
７
月
１５
日
の
修
行
の
反
省
日

に
、
修
行
で
心
身
と
も
に
す
が
す
が
し

く
な

っ
た
修
行
僧
た
ち
に
美
味
な
食
べ

物
を
供
養
す
れ
ば
、
そ
の
供
養
の
力
（功

徳
）
で
母
親
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
、

と
教
え
て
く
だ
さ

っ
た
の
で
す
。

そ
の
言
葉
ど
お
り
に
供
養
し
た
と
こ

ろ
、
母
親
は
さ
か
さ
に
吊
る
さ
れ
る
苦

し
み
か
ら
救
う
こ
と
が
で
き
た
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
話
が
も
と
と

な
り
、
大
勢
の
修
行
僧
に
供
養
す
る
こ

と
が
孟
蘭
盆
会
の
始
ま
り
と
な

り
ま
し
た
。

し
か
し
今
日
、
日
本
で

一
般

に
行
わ
れ
て
い
る
お
盆
は
、
百

味
五
果
の
食
べ
物
を
供
養
す
る

点
で
は
、
イ
ン
ド
以
来
の
仏
教

の
伝
統
を
受
け
継
い
で
い
ま
す
が
、
供

養
す
る
対
象
は

「修
行
を
終
え
た
お
坊

さ
ん
た
ち
」
で
は
な
く
、
「あ
ら
ゆ
る
世

界
の
す
べ
て
の
亡
き
人
々
」
に
変
化
し

て
い
ま
す
。
実
際
に
各
寺
院
で
行
わ
れ

て
い
る
施
食
（せ
じ
き
）
の
法
要
で
は
、

そ
の
お
寺
の
檀
家
信
徒
の
先
祖
代
々
の

諸
精
霊
、
と
り
わ
け
初
め
て
お
盆
を
迎

え
る
新
亡

（し
ん
も
う
）
の
精
霊
を
迎

え
て
供
養
す
る
こ
と
が
中
心
と
な

っ
て

い
ま
す
。

全
国
的
に
は
、
８
月
の
１３
日
の
夕
刻

に
迎
え
火
を
焚
い
て
わ
が
家
に
迎
え
入

れ
ヽ

‐４
日
と
１５
日
の
両
日
に
食
べ
物
を

備
え
、
僧
侶
の
読
経
の
供
養
な
ど
、
十

分
な
お
も
て
な
し
を
し
た
後
、

１５
日
の

夜
、
ま
た
は
１６
日
の
朝
に
お
見
送
り
を

し
ま
す
。

こ
れ
は
日
本
に
昔
か
ら
あ

っ
た
祖
先

の
霊
を
祀
る
信
仰
の
う
え
に
、
後
に
仏

教
の
説
く
孟
蘭
盆
の
供
養
の
教
え
が
導

入
さ
れ
、
両
者
が

一
体
と
な

っ
て
日
本

人
の
心
に
生
き
続
け
て
き
た
も
の
、
と

い
え
ま
し
ょ
う
。

平
安
末
期
と
鎌
倉
時
代

平
安
末
期
に
な
る
と
、
貴
族
や
庶
民

の
間
で
、
仏
教
の
歴
史
観
で
あ
る

「末

法
思
想
」
に
よ

っ
て
不
安
が
高
ま
り
ま

す
。
末
法
思
想
と
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の

入
滅
し
た
２
０
０
０
年
後
、
仏
教
の
教

え
が
ま

っ
た
く
廃

（す
た
）
れ
、
修
行

す
る
人
も
い
な
く
な
り
、
天
災
や
戦

争
、
虚
言
な
ど
が
横
行
す
る
末
法
の
時

代
が
１
万
年
も
続
く
と
い
う
教
え
で
、

日
本
で
は
１
０
５
２
年
が

「
末
法
入

り
」
の
年
と
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
危
機
意
識
の
中
で
、
す
ぐ

れ
た
仏
教
家
た
ち
に
よ

っ
て
新
し
い
宗

曹
洞
宗
大
本
山
線
持
寺

派
が
登
場
し
、
民
間
布
教
が
盛
ん
と
な

っ
て
、
武
士
、
庶
民
に
開
か
れ
た
仏
教

と
な

っ
て
い
き
ま
す
。

鎌
倉
６
仏
教

信
仰
体
系
の
単
純
化

鎌
倉
時
代
に
誕
生
し
た
６
仏
教

（
浄

土
系

・
禅
系

。
日
蓮
系
）
は
、
平
安
期

の
密
教
や
浄
土
教
の
複
雑
な
信
仰
体
系

を
単
純
化
し
て
、
民
衆
に
急
速
に
広
ま

っ
て
い
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
浄
土

宗
は
「南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
た
だ
唱
え
、

禅
宗
で
は
座
禅
に
徹
す
る
と
い
う
考
え

方
で
し
た
。
日
蓮
宗
は

「南
無
妙
法
蓮

華
経
」
と
い
う
題
目
を
唱
え
る
こ
と
で

実
践
が
集
約
さ
れ
ま
し

た
。浄

土
宗
は
、
法
然
が
中

国
の
浄
土
教
思
想
を
独
自

に
解
釈
し
、
「
選
択

（せ
ん

ち
ゃ
く
）
集
」
を
ま
と
め

ま
し
た
。
浄
土
二
部
経
を

よ
り
ど
こ
ろ
に
、
ひ
た
す

ら
阿
弥
陀
仏
を
信
じ
、
「南

無
阿
弥
陀
仏
」
と

「専
修

念
仏

（せ
ん
じ
ゅ
ぬ
ん
ぶ

つ
ど
を
す
る
こ
と
で
、
極

楽
浄
土
に
往
生
で
き
る
と

説
き
ま
し
た
。

浄
土
真
宗
は
、
親
鸞
が

法
然
の
教
え
を
さ
ら
に
純

化
し
、
阿
弥
陀
仏
の
他
力

本
願
を
信
じ
る
こ
ヒ
に
よ

っ
て
の
み
往
生
念
仏
で
き
る

と
説
き
ま
し
た
。

時
宗
の
開
祖
は
、　
一
遍
で

す
。
親
鸞
の
教
え
よ
り
も
さ

ら
に
純
化
。
す
べ
て
を
捨

て
、
阿
弥
陀
仏
に
任
せ
き
る

こ
と
で
往
生
で
き
る
と
説
き

ま
し
た
。
浄
土
信
仰
を

「踊

り
念
仏
」
で
民
衆
に
広
げ
た

の
で
す
。

臨
済
宗

（禅
宝
）
は
、
禅

宗
の

一
つ
。
栄
西
が
宋
で
学

び
、
日
本
で
広
め
ま
し
た
。

人
に
生
ま
れ
つ
き
備
わ

っ
て

い
る
人
間
性

（仏
性
）
を
座

禅
に
よ

っ
て
目
覚
め
さ
せ
、

人
生
を
豊
か
に
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
ま
す
。
政
治
の
新

興
勢
力
で
あ
る
武
士
が
禅
宗

に
接
近
し
、
栄
西
亡
き
後
、

蘭
渓
道
隆

（ら
ん
け
い
ど
う

り
ゅ
う
）
が
北
条
時
頼
の
信

頼
を
得
て
、
飛
躍
的
に
発
展
し
ま
し

た
。曹

洞
宗
の
開
祖
、
道
元
は
、
栄
西
の

系
譜
で
臨
済
禅
を
学
び
ま
し
た
が
、
政

治
権
力
と
の
接
近
を
望
ま
ず
、
座
禅
に

打
ち
込
む
た
め
、
１
２
４
４
年
、
越
前

に
永
平
寺
を
開
き
ま
し
た
。
ひ
た
す
ら

座
禅
に
生
き
、
自
分
の
中
の
仏
性
を
見

い
だ
し
、
こ
の
姿
こ
そ
仏
だ
と
信
じ
る

こ
と
を
目
指
し
ま
し
た
。

日
蓮
宗
は
、
日
蓮
が

「南
無
妙
法
蓮

華
経

（な
む
ほ
う
れ
ん
げ
き
ょ
う
ど

の

お
題
目
を
唱
え
、
厳
正
で
個
人
も
国
家

も
救
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
き

ま
し
た
。

知
恩
院

（浄
土
宗
本
山

。
御
影
堂
）

室
町
時
代

鎌
倉
仏
教
の
整
備

伝
統
的
な
大
寺
院
は
、
荘
園
制
度
の

崩
壊
で
勢
力
が
弱
く
な
り
、
武
士
階
級

の
支
持
を
得
て
い
た
臨
済
宗
が
最
も
勢

力
を
伸
ば
し
、
禅
文
化
が
開
花
し
ま

す
。
室
町
時
代
後
半
は
下
克
上
の
時
代

で
、
農
民
や
町
民
が
自
衛
の
勢
力
を
つ

く
り
ま
し
た
が
、
宗
教
的
な
結
東
力
に

よ

っ
て
戦
う
仏
教
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

京
都
の
町
衆
に
よ
り
日
蓮
宗

。
法
華

一
揆
や
北
陸
の
農
民
が
起
こ
し
た
浄
土

真
宗

。
一
向

一
揆
は
、
武
家
社
会
を
脅

か
し
ま
し
た
。



名
古
屋
市
東
部
、
日
進
市
の
中
心

に

「日
進
桜
楓
（
お
う
ふ
う
）
霊
苑
」

が
あ
り
ま
す
。
小
高
い
緑
の
丘
陵
に

建
つ
霊
苑
は
、
春
は
桜
、
秋
に
は
楓

が
舞
う
と
こ
ろ
か
ら

「日
進
桜
楓
霊

苑
」
と
名
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

お
寺
と
な
る
龍
谷
寺
は
、
開
創
５

０
０
年
を
迎
え
る
と
い
う
曹
洞
宗
の

名
刹
。
開
基
は
、
藤
原
則
武
と
伝
え

ら
れ
、
そ
の
後
三
州
篠
原
永
沢
寺
３

世
心
月
宗
光
大
和
尚
が
三
州
の
城
主

・
渡
辺
守
綱
の
助
力
を
得
て
、
伽
藍

を
整
備
し
、
当
代
の
住
職
、
成
田
隆

真
で
３８
世
と
な
り
ま
す
。

当
寺
の
３６
世
は
、
曹
洞
宗
管
長
と

横
浜
市
鶴
見
に
あ
る
曹
洞
宗
大
本
山

線
持
寺
の
貫
首
を
務
め
ま
し
た
。

す
で
に
約
５
７
０
基
の
お
墓
が
建

立
さ
れ
、
南
面

一
列
タ
イ
プ
の
新
区

画

「第
四
プ
ロ
ッ
ク
」
も
好
評
受
付

中
で
す
。
ぜ
ひ

一
度
、
お
出
か
け
く

だ
さ
い
。

こ
の
と
こ
ろ
、
伝
統
的
な
○
○
家

之
墓
で
は
な
く
、
洋
風
の
お
墓
が
増

え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
お
墓
に
対
す

る
考
え
方
が
「家
」
か
ら
よ
り
「
個
人

的
」
で
身
近
な
存
在
な
も
の
に
、
と
変

わ

っ
て
き
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

自
分
が
生
き
て
い
る
間
に
作
る
お
墓

な
ら
自
分
ら
し
い
好
み
の
デ
ザ
イ
ン

で
と
か
、
故
人
の
趣
味
や
人
柄
を
し

の
ば
せ
る
デ
ザ
イ
ン
を
取
り
入
れ
た

い
、
た
だ
「旅
に
出
た
」
か
も
し
れ
な

い
父
や
母
、
先
に
逝

っ
た
子
ど
も
と

語
り
合
え
る
明
る
い
お
墓
を
と
願
う

人
た
ち
が
増
え
て
い
る
か
ら
で
す
。

洋
風
の
お
墓
に
は
、　
一
生
を
か
け

た
仕
事
や
趣
味
を
シ
ン
ボ
ル
と
し
て

デ
ザ
イ
ン
し
た
お
墓
、
故
人
に
対
し

て
あ
り
が
と
う
、
故
人
か
ら
あ
り
が

と
う
、
お
参
り
に
来
て
く
れ
て
あ
り

が
と
う
、
お
互
い
に
い
つ
ま
で
も
感

謝
の
気
持
ち
を
込
め
た
「感
謝
墓
」
、

「愛
」
「静
」
、
英
文
、
ロ
ー
マ
字
で

刻
ま
れ
た
お
墓
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で

す
。そ

の
ほ
か
、
少
子
高
齢
化
を
反
映

し
て
両
家
墓

（
一
つ
の
墓
石
に
両
家

の
名
前
を
入
れ
る
タ
イ
プ
や
２
つ
の

区
画
に
そ
れ
ぞ
れ
の
墓
石
を
建
て
る

タ
イ
プ
）
も
あ
り
ま
す
。
ど
ち
ら
に

し
ろ
、
い
つ
行

っ
て
も
気
持
ち
よ
く

お
参
り
が
で
き
る
よ
う
な
お
墓
や
墓

地
を
選
び
た
い
も
の
で
す
。

こ
お う  `、 う
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こ
の

「龍
谷
七
福
神
大
善
神
　
十

二
支
堂
」
は
、
昭
和
６‐
年
龍
谷
寺
諸

堂
整
備
計
画
で
建
立
さ
れ
た
お
堂
で

す
。昭

和
４０
年
む
ろ
、
米
野
木
の
武
田

亀
吉
氏
は
名
古
屋
市
昭
和
区
の
久
保

田
弘
道
氏
制
作
の
七
福
神
大
善
神
を

寄
進
さ
れ
ま
し
た
。
曹
洞
宗
管
長
そ

し
て
永
平
寺
総
持
寺
貫
首
を
お
勤
め

に
な
ら
れ
た
高
階
朧
仙
禅
師
は
当
山

３６
世
大
環
正
應
得
道
芳
髄
大
和
尚
と

親
交
が
あ
り
、
昭
和
３０
～
４０
年
代
に

よ
く
龍
谷
寺
へ
巡
錫
さ
れ
ま
し
た
。

昭
和
４‐
年
７
月
２０
日
龍
谷
寺
へ
巡
錫

さ
れ
た
時
、
七
福
神
大
善
神
が
寄
進

さ
れ
た
こ
と
を
聞
き
、
高
階
禅
師
自

ら
が
開
眼
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
そ
の
時
、
「雲
興
の
山
は
繁

昌
賑
や
か
な
り
、
七
福
神
勢
ぞ
ろ
い

ゆ
く
す
ゑ
か
け
て
守
る
成
の
寺
」
と

詠
ま
れ
ま
し
た
。
以
来
、
大
黒
天
恵

比
寿

０
え
び
す
）
、
毘
沙
門
天

（び
し

ゃ
も
ん
て
ん
）
、
弁
財
天
（
べ
ん
ざ
い

て
ん
）
、
福
禄
寿
（ふ
く
ろ
く
じ
ゅ
）
、

寿
老
人

（じ
ゅ
ろ
う
じ
ん
）
の
７
人

の
福
徳
の
神
が
お
参
り
す
る
方
々
の

幸
せ
を
念
じ
て
い
ま
す
。

寒
業

龍

谷

寺

年

間

予

定

贅
薄

【平
成
１７
年
】
　
　
　
　
　
　
　
虫
干
し
の
た
め
、
こ
の
時
期
に
教

８
月
１５
日

（月
）
盆
大
施
餓
鬼
会
　
　
　
本
に
風
を
あ
て
ま
す
。
こ
の
風
に

１０
時
　
初
盆
供
養
は
９
時
集
合
　
　
　
あ
た
る
と
無
病
息
災
と
い
わ
れ
て

９
月
２３
日

（金

・
祝
）
秋
の
彼
岸
施
　
　
い
ま
す
。
こ
の
日
、
寺
で
は
大
根

餓
鬼
会
　
秋
分
の
日
　
　
　
　
　
　
　
と
結
び
昆
布
を
炊
き
、
皆
様
に
振

‐２
月
３‐
日

（土
）
除
夜
の
鐘
打
鐘
　
　
　
る
舞
い
、　
一
年
の
無
病
息
災
を
祈

２３
時
３０
分
か
ら
受
付
。
甘
酒
振
る
　
　
り
ま
す
。
皆
様
の
０
参
拝
を
お
待

舞
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
し
て
い
ま
す
。

２
月
１５
日

（水
）
涅
槃
会

【平
成
１８
年
】

１
月
１
日

（
日

・
祝
）
元
旦
祈
祷

１
月
９
日

（月

・
祝
）
大
般
若
祈
祷

龍
谷
寺
の
大
般
若
経
６
０
０
巻
の

お
釈
迦
様
が
お
亡
く
な
り
に
な

っ

た
日
。
江
戸
時
代
に
描
か
れ
た
涅

槃
図
を
１
月
下
旬
こ
ろ
か
ら
龍
谷

寺
本
堂
で
開
帳
。

●
龍
谷
寺
本
堂
　
０
茶
室

「心
月
庵
」

０
観
音
堂

０
十
二
支
及
七
福
善
神
堂
　
一二
十
三
観
音
堂

０
八
角
堂
　
０
龍
谷
観
音

０
山
門

（鐘
つ
き
堂
）

０
水
子
観
音

０
福
衆
観
音
　
⑩
福
岡
家
の
御
堂

０
知
恵
の
文
殊
菩
薩
　
⑫
戦
没
者
の
お
墓

０
庫
裏
　
⑭
旧
玄
関
　
⑮
日
東
保
育
園
園
舎

_―‐―r t~~・
~=~~― ―一~~^‐ ‐́

∩
目
圏
∪

涸
バ
ザ
ー
の
お
知
ら
せ
な

今
年
も
恒
例
の
日
東
保
育
園
父
母
の
会
に
よ

る
バ
ザ
ー
を
次
の
よ
う
に
行
い
ま
す
。
当
日

は
、
掘
り
出
し
物
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
、
ま

た
、
手
作
り
品
や
お
い
し
く
体
に
や
さ
し
い
食

品
も
そ
ろ
え
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、
お
越
し
く
だ

さ
い
。

日
時
　
平
成
１７
年
１０
月
２２
日

（土
）
１０
時
か
ら

場
所
　
日
東
保
育
園

（
日
進
市
藤
島
町
寺
下
乙

２９

・
桜
楓
霊
園
隣
）

バ
ザ
ー
用
の
品
物
を
募
集
中
。
不
用
品
な
ど

あ
り
ま
し
た
ら
む
連
絡
く
だ
さ
い
。
８
０
５
６

１
１
７
２
１
０
４
５
９

響
響

ｉ

渥

常

１

日
東
保
育
園
の
卒
園
児
で
あ
る
日
進
市
五
色

園
出
身
の
西
村
香
英
さ
ん
は
、
こ
の
度
、
ニ
ュ

ー
コ
ー
ク
の
出
版
社
よ
り

「
Ｄ
ｉ

ｎ
ａ
ｈ
！

ａ

ｃ
ａ
ｔ
」
（
ま
ん
ま
る
ね
こ
ダ
イ
ナ
）
を
出
版

し
、
絵
本
作
家
と
し
て
デ
ビ

ュ
ー
し
ま
し
た
。

日
東
保
育
園
で
た
く
さ
ん
遊
び
、
絵
本
の
読

み
聞
か
せ
を
受
け
、
そ
の
楽
し
さ
が
土
台
と
な

っ
て
そ
の
後
、
Ｉ
Ｃ
Ｕ

（国
際
基
督
教
大
学
）

で
美
術
史
を
学
び
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
国
立
美

術
工
芸
大
学
で
絵
を
学
ぶ
。
そ
の
後
、
ボ
ス
ト

ン
美
術
館
学
校
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
デ
ザ
イ
ン

学
校
を
経
て
、
自
ら
の
作
品
を
出
版
社
に
売
り

込
み
始
め
ま
し
た
。
そ
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
「オ

リ
ジ
ナ
ル
　
ア
ー
ト
シ

ョ
１
２
０
０
４
」
入

選
、
フ
ォ
ー
チ
ル
ド
レ
ン
ズ

。
ブ

ッ
ク
ス
２
０

０
５
選
定
図
書
認
定
を
受
け
ま
し
た
。
２
０
０

５
年
６
月
に

は
小
学
館
か

ら
日
本
語
訳

も

出

版

さ

れ
、
今
後
の

活
躍
が
期
待

さ
れ
ｋ
す
。
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