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　昨
年
大
晦
日
か
ら
一
月
三
日
に
か
け
て
餘
慶
寺
と
豊
原
北

島
神
社
で
「
両
詣
り
」
と
名
付
け
て
様
々
な
行
事
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
今
年
の
お
正
月
も
暖
か
く
な
り
、
ま
た
天
候
に
も

恵
ま
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
例
年
以
上
に
お
詣
り
に
来
ら
れ
る

方
が
多
く
盛
況
で
あ
っ
た
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

　

　大
晦
日
の
日
は
、
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
や
カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ

ン
風
船
あ
げ
、
大
根
煮
と
甘
酒
の
お
接
待
や
除
夜
の
鐘
つ

き
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
に
楽
し
ま
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　元
日
〜
三
日
は
薬
師
堂
に
お
け
る
護
摩
祈
祷
を
受
け
ら

れ
る
方
が
大
勢
お
ら
れ
ま
し
た
。
祈
祷
を
受
け
ら
れ
た
方

ひ
と
り
ひ
と
り
が
大
変
お
陰
を
受
け
ら
れ
た
こ
と
と
思
い

ま
す
。
八
角
堂
に
お
け
る
楊
潅
頂
も
好
評
で
、
昨
年
の
お

守
り
カ
ー
ド
を
納
め
、
今
年
の
も
の
を
い
た
だ
く
方
が

年
々
増
え
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
回
廊
に
お
き
ま
し

て
は
新
年
の
授
与
品
を
求
め
て
大
勢
の
方
が
立
ち
止
ま

り
、
お
み
く
じ
や
各
種
縁
起

物
を
求
め
ら
れ
て
い
ま
し

た
。　最

後
に
な
り
ま
す
が
、
両

詣
り
を
開
催
す
る
に
あ
た
り

ご
尽
力
い
た
だ
き
ま
し
た
全

て
の
方
々
に
心
よ
り
お
礼
申

し
上
げ
ま
す
。
今
後
と
も
ご

協
力
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
ど

う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　年
末
年
始
の
行
事

が
終
わ
り 

い
つ
の
ま

に
か
一
月
が
終
わ
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。

　今
号
で
は
春
の
行

事
案
内
を
掲
載
し
て

お
り
、
も
う
す
ぐ
寒

い
冬
は
終
わ
る
ん
だ

な
と
感
じ
て
お
り
ま

す
が
世
間
で
は
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
が
猛
威

を
振
る
っ
て
お
り
、

ま
だ
ま
だ
油
断
が
で

き
ま
せ
ん
。

　皆
さ
ま
も
し
っ
か

り
と
予
防
を
し
て
暖

か
い
春
に
備
え
て
く

だ
さ
い
。
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四
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大
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　恵
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　師

　天
台
宗
の
総
本
山
で
あ
る
比
叡
山
延
暦
寺
で
は
年
の
初
め
に
「
比
叡
山
か
ら
発

信
す
る
言
葉
」
を
発
表
し
て
お
り
ま
す
。
檀
信
徒
の
皆
様
に
ご
覧
い
た
だ
き
た
い

と
思
い
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　新
し
い
時
代
の
年
を
迎
え
ま
し
た
。

　平
安
の
時
代
か
ら
平
成
へ
と
伝
教
大
師
最
澄
さ
ま
の
御
教
え
と
御
心
は
、
最
澄

さ
ま
が
お
灯
し
に
な
っ
た
「
不
滅
の
法
燈
」
の
よ
う
に
今
も
脈
々
と
護
り
伝
え
ら

れ
、
導
き
の
と
も
し
び
と
し
て
世
を
照
ら
し
続
け
て
い
ま
す
。　比

叡
山
延
暦
寺
を
総

本
山
と
す
る
天
台
宗
で

は
、
最
澄
さ
ま
の
御
教

え
を
社
会
に
活
か
す

「
一
隅
を
照
ら
す
運

動
」
を
始
め
て
、
今
年

で
五
十
周
年
を
迎
え
ま

し
た
。

 
皆
様
の
ご
家
庭
に
も
、

お
仕
事
の
場
に
も
、
護
り

伝
え
ね
ば
な
ら
な
い
導
き

の
と
も
し
び
が
き
っ
と
あ

る
は
ず
で
す
。

　新
し
い
幕
明
け
の
年
、

そ
の
と
も
し
び
を
幾
千
代

ま
で
も
永
く
照
ら
し
続
け

て
、
家
庭
を
仕
事
場
を
地

域
を
、
明
る
く
豊
か
に
し

て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

平
成
三
十
一
年
己
亥
歳 

元
旦

　比
叡
山
延
暦
寺

餘慶寺 HPアドレス

※

ど
な
た
で
も
聴
講
可
能
で
す
。（
無
料
）

　お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

元
瀬
戸
内
市
教
育
委
員
会

社
会
教
育
課
長

　
　

（ 「照続永劫」 比叡山延暦寺執行 小堀光實 師 御筆 ）
り
ょ
う
ま
い

り
ょ
う 

ま
い

し
ょ
う  

ぞ
く 

え
い

ご
う

ご
ま
き
と
う

や
な
ぎ
か
ん
じ
ょ
う

じ
ゅ
よ
ひ
ん

え
ん
ぎ

も
の



中国観音霊場会ホームページ　http://www.kannon.org/

桜
ま
つ
り
の
ご
案
内

　三
月
二
十
一
日
（
木
・
祝
日
）
の
十
時
よ
り
春
の
お
彼
岸
法
要
が

餘
慶
寺
本
堂
に
お
い
て
行
わ
れ
ま
す
。

　お
彼
岸
は
真
西
に
太
陽
が
沈
む
こ
と
か
ら
、
極
楽
浄
土
に
思
い
を

は
せ
る
日
、
ご
先
祖
様
の
供
養
を
す
る
日
と
し
て
、
古
来
よ
り
大
切

に
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　併
せ
て
こ
の
日
は
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
神
仏
へ

の
感
謝
、
天
地
へ
の
感
謝
、
ご
先
祖
様
へ
の
感
謝
、
両
親
へ
の
感

謝
、
家
族
、
先
生
、
友
人
、
ペ
ッ
ト
、…

す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け

る
も
の
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
思
い
起
こ
し
、
い
か
さ
れ
る
有
り
難

さ
を
実
感
さ
せ
る
、
絆
を
確
か
め
合
う
日
で
も
あ
り
ま
す
。

　報
恩
謝
徳
（
恩
に
報
い
徳
に
感
謝
す
る
）
の
日
と
し
て
、
大
切
な

春
の
お
彼
岸
の
日
に
、
お
墓
参

り
・
納
骨
堂
参
り
と
併
せ
て
餘

慶
寺
へ
も
お
誘
い
合
わ
せ
の
上

お
参
り
く
だ
さ
い
。

　な
お
、
お
彼
岸
法
要
で
供
養

を
ご
希
望
さ
れ
る
方
は
別
紙

「
お
彼
岸
法
要
の
ご
案
内
」
を

ご
覧
い
た
だ
き
、
上
寺
山
各
院

ま
た
は
餘
慶
寺
会
館
納
経
所
へ

三
月
十
三
日
（
水
）
ま
で
に
お

申
込
み
く
だ
さ
い
。

ひ
と
く
ち
法
話

〜
平
成
の
終
わ
り
に
〜

　上
寺
山
を
南
参
道
か
ら
登
る
と
、
一
気
に
境
内
が
ひ
ら
け
、

餘
慶
寺
の
伽
藍
を
見
渡
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。少
し
進
む
と
左

手
に
塔
頭
の
間
を
お
り
て
い
く
坂
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
が
西
坂

で
す
。

　西
坂
を
下
っ
て
い
く
と
、右
手
に
は
円
乗
院
、定
光
院
、左
手

に
は
明
王
院
、そ
し
て
つ
き
あ
た
り
に
は
恵
亮
院
が
あ
り
、美
し

い
白
壁
が
続
き
ま
す
。春
に
は
桜
、夏
に
は
百
日
紅
、秋
に
は
紅

葉
、冬
に
は
椿
の
花
に
時
折
雪
が
舞
い
、遠
く
に
は
吉
井
川
の
流

れ
。白
壁
に
各
院
の
木
々
が
映
え
、四
季
折
々
の
景
色
を
楽
し
む

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　中
で
も
、年
に
一
度
、大
晦
日

の
夜
の
西
坂
は
格
別
で
す
。西
坂

の
両
側
に
ろ
う
そ
く
を
灯
し
、各

院
の
門
前
に
は
大
提
灯
を
吊
し

て
、参
詣
さ
れ
る
大
勢
の
老
若
男

女
を
出
迎
え
ま
す
。ろ
う
そ
く
の

優
し
く
ゆ
ら
め
く
灯
り
が
白
壁

を
照
ら
し
、そ
の
幻
想
的
な
風
景

は
人
気
の
撮
影
ス
ポ
ッ
ト
に
も

な
っ
て
い
ま
す
。

『

西
坂
』

　こ
の
餘
慶
寺
だ
よ
り「
積
善
」が
創
刊
さ
れ
た
の
は
平
成
十
五
年

の
春
で
し
た
の
で
、今
年
で
十
七
年
目
に
な
り
ま
し
た
。

 

「
平
成
」と
い
う
元
号
は
、天
皇
陛
下
の
ご
退
位
に
よ
り
、今
年
四
月
三
十
日
ま

で
で
、五
月
一
日
か
ら
は
新
し
い
元
号
に
か
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　ち
な
み
に
平
成
は
日
本
の
元
号
で
は
昭
和（
六
十
四
年
）、明
治（
四
十
五

年
）、応
永（
三
十
五
年
）に
次
い
で
四
番
目
に
長
い
元
号
と
な
り
ま
す
。

　「
平
成
」は『
史
記
』五
帝
本
紀
の「
内
平
外
成（
内
平
か
に
外
成
る
）」、『
書

経
』大
禹
謨
の「
地
平
天
成（
地
平
か
に
天
成
る
）」か
ら
で「
国
の
内
外
、天
地
と

も
平
和
が
達
成
さ
れ
る
」と
い
う
意
味
だ
そ
う
で
す
が
、実
際
の
と
こ
ろ
は
ど
う

だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
？

　ふ
り
か
え
る
と
日
本
で
は
多
く
の
震
災
な
ど
の
災
害
が
三
十
年
の
う
ち
に
起

こ
り
ま
し
た
。ま
た
世
界
各
地
で
は
多
く
の
戦
争
や
紛
争
が
起
き
て
い
ま
す
。

無
事
が
何
よ
り
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
、あ
ら
た
め
て
感
じ
ま
す
。

　「
無
事
」と
は「
何
事
も
な
く
、平
穏
に
暮
ら
せ
る
こ
と
」と
か「
淡
々
と
苦
労

な
く
過
ご
す
」と
い
う
意
味
で
す
。

　何
事
も
な
く
平
穏
無
事
に
過
ご
せ
る
と
い
う
こ
と
が
、ど
ん
な
に
大
切
で
あ
る

か
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。退
屈
な
く
ら
い
平
穏
無
事
で
あ
る
今
日
こ
の
一
日

が
、実
は
と
て
も
幸
せ
で
、か
け
が
え
の
な
い
時
間
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
ま
す
。

　平
成
発
行
の「
積
善
」は
今
号
が
最
後
と
な
り
ま
す
。新
元
号
に
な
っ
て
も
無

事
が
一
日
で
も
続
く
よ
う
念
じ
て
新
し
い
年
を
迎
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

餘慶寺だより  積 善　　餘慶寺だより  積 善　　（3） （2）

春
の
餘
慶
寺
お
彼
岸
法
要

　四
月
一
日
（
月
）
よ
り
八
日
（
月
）
に

か
け
て
「
桜
ま
つ
り
」
を
餘
慶
寺
境
内
に

お
い
て
開
催
い
た
し
ま
す
。

　期
間
中
、
薬
師
堂
で
は
秘
仏
薬
師
如
来

（
国
指
定
重
要
文
化
財
）、聖
観
世
音
菩
薩

（
国
指
定
重
要
文
化
財
）、十
一
面
観
世
音

菩
薩
（
県
指
定
重
要
文
化
財
）
な
ど
の
特

別
公
開
や
護
摩
祈
祷
、
本
堂
で
は
花
御
堂

の
釈
迦
誕
生
仏
へ
甘
茶
を
潅
い
で
い
た
だ

け
る
よ
う
ご
用
意
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

境
内
で
は
例
年
好
評
を
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
寺
庭
婦
人
に
よ
る
「
さ
く
ら
カ
フ
ェ
」

（
各
四
百
円
）
を
行
い
ま
す
。

　特
に
四
月
八
日
（
月
）
は
お
釈
迦
さ
ま
の

お
誕
生
日
で
す
。
餘
慶
寺
で
は
毎
年
、
こ
の

日
の
八
時
よ
り
降
誕
会
の
法
要
を
し
、
甘
茶

の
無
料
お
せ
っ
た
い
を
し
て
お
り
ま
す
。

　春
の
上
寺
山
へ
、
是
非
と
も
お
参
り
く

だ
さ
い
。
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さ
く
ら
カ
フ
ェ
は
桜
の
開
花
状
況
に
よ
り

　三
十
日（
土
）、三
十
一
日（
日
）よ
り
開
店
す

　る
予
定
に
し
て
お
り
ま
す
の
で
詳
し
く
は

　餘
慶
寺
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

が 

ら
ん

た
っ
ち
ゅ
う

さ
る
す
べ
り

や
く
し
に
ょ
ら
い

し
ょ
う
か
ん
ぜ
お
ん
ぼ
さ
つ

じ
ゅ
う
い
ち
め
ん
か
ん
ぜ
お
ん

ぼ
さ
つ

む
く

ご

 

ま

き

と

う

は
な
み
ど
う

し
ゃ 

か 

た
ん
じ
ょ
う
ぶ
つ

そ
そ

け
い
だ
い

じ  

て
い

ご
う
た
ん 

え


