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去
る
九
月
十
八
日
第
三
十
五
回
千
鳥
ヶ
淵
全
戦
没
者
追

悼
法
要
が
、
戦
後
七
十
年
と
い
う
節
目
の
年
に
第
二
十
五
代

専
如
ご
門
主
御
親
修
の
も
と
、
お
勤
ま
り
に
な
り
ま
し
た
。

各
国
駐
日
大
使
を
は
じ
め
全
国
か
ら
二
千
五
百
人
が
参
拝

さ
れ
、
岐
阜
教
区
か
ら
も
教
区
会
議
長
を
は
じ
め
仏
教
婦
人

会
を
中
心
に
団
参
が
組
ま
れ
、
私
を
含
め
七
人
の
ご
法
中
が

出
勤
さ
れ
、
国
籍
や
思
想
・
信
条
を
超
え
て
す
べ
て
の
戦
争

犠
牲
者
を
追
悼
し
、
非
戦
・
兵
和
の
誓
い
を
新
た
に
し
ま
し

た
。
ま
た
、
教
区
内
で
も
宗
派
の
呼
び
か
け
に
応
え
て
平
和

の
鐘
が
、
法
要
と
同
時
刻
に
撞
き
な
ら
さ
れ
ま
し
た
。

　
ご
門
主
は
、
ご
法
要
の「
表
白
」で
自
己
中
心
の
考
え
か
ら

幾
多
の
戦
争
を
繰
り
返
し
、
多
く
の
命
が
失
わ
れ
た
こ
と
へ

の
痛
み
と
悲
し
み
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
た
戦
後
七
十
年
の
歩

み
に
学
ぶ
こ
と
の
大
切
さ
を
述
べ
ら
れ
た
。

　
石
上
総
長
は
、「
平
和
宣
言
」で
国
家
や
民
族
が
、
互
い
に

不
信
を
抱
き
、
武
力
を
背
景
に
し
た
緊
張
の
上
に
保
た
れ
る

平
和
は
、
は
た
し
て
真
の
平
和
の
す
が
た
と
い
え
る
の
か
と

問
わ
れ
、
真
の
平
和
は
誰
か
を
犠
牲
に
し
て
成
り
立
つ
も
の

で
な
い
と
断
じ
、「
兵
戈
無
用
」と
い
う
武
器
な
き
平
和
の
実

現
を
願
わ
れ
ま
し
た
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
胸
に
焼
香
さ
れ
る
参
拝
者
の
姿
に
、

私
の
父
を
お
も
い
だ
し
て
い
ま
し
た
。
父
は
、
赤
紙
が
来
る

前
に
志
願
し
て
戦
争
に
行
き
、
戦
後
四
年
間
シ
ベ
リ
ア
に
抑

留
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
ん
な
父
を
祖
母
は
、
仏
壇
に
膳
を

供
え
な
が
ら
息
子
の
帰
還
を
念
じ
て
い
ま
し
た
。
父
は
、
シ

ベ
リ
ア
の
生
活
を
決
し
て
語
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
同
じ
抑
留
さ
れ
て
い
た
方
が
危
篤
の
電
報
が
あ
っ
た

と
き
、
こ
い
つ
だ
け
は
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
彼
が
い
な
け

れ
ば
帰
っ
て
こ
れ
な
か
っ
た
と
４
０
０
㌔
５
０
０
㌔
の
道
を

血
相
変
え
て
飛
ん
で
行
っ
た
姿
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
待
ち

わ
び
た
家
族
も
祖
父
母
と
同
じ
思
い
だ
っ
た
ろ
う
し
、
無
事

帰
還
で
き
た
方
々
も
父
と
同
じ
思
い
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
わ
が
国
で
は
、
私
を
含
め
戦
争
を
知
ら
な
い
人
口
が
八
割

を
超
え
る
中
、
お
念
仏
を
い
た
だ
く
同
朋
が
、
ま
た
世
界
中

の
人
々
が
、
将
来
を
担
っ
て
ゆ
く
子
供
た
ち
に
非
戦
・
平
和

の
願
い
を
伝
え
て
ゆ
く
こ
と
が
私
た
ち
に
課
せ
ら
れ
た
責

務
と
お
も
う
こ
と
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ー
モ

岐
阜
教
区
教
務
所
長

御
同
朋
の
社
会
を
め
ざ
す
運
動

　
　
　
　
岐
阜
教
区
委
員
会
委
員
長

河　
村　
信　
昭

千鳥ヶ淵戦没者墓苑にて
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岐阜教区・岐阜別院　親鸞聖人750回大遠忌法要のコーナー

平
成
二
十
八
年
五
月
二
十
八
日
㈯
・
二
十
九
日
㈰

専
如
ご
門
主
御
親
修
　岐
阜
教
区
・
岐
阜
別
院

　
親
鸞
聖
人
七
五
〇
回
大
遠
忌
法
要

お
参
り
く
だ
さ
い

ご
覧
い
た
だ
け
る
サ
テ
ラ
イ
ト
会
場
を
香
光
殿

に
設
け
ま
す
の
で
、
そ
ち
ら
に
て
参
拝
い
た

だ
き
ま
す
。
ま
た
、
当
日
の
一
般
参
拝
者
は
、

境
内
に
テ
ン
ト
を
張
り
、
自
由
参
拝
席
を
設
け

ま
す
。

　
今
回
の
法
要
で
は
小
学
生
や
幼
稚
園
・
保
育

園
児
な
ど
の
子
ど
も
た
ち
に「
別
院
に
来
て
欲
し

い
、
ご
縁
を
結
ん
で
い
た
だ
き
た
い
」と
願
い
、

別
院
境
内
で
記
念
行
事
と
し
て
、
グ
ル
メ
屋
台

広
場
、イ
ベ
ン
ト
コ
ー
ナ
ー
、バ
ル
ー
ン
シ
ョ
ー

な
ど
の
特
設
ブ
ー
ス
を
開
き
ま
す
。

　

ま
た
、
二
十
九
日（
日
）午
後
三
時
か
ら
は
、

岐
阜
市
民
会
館
に
お
き
ま
し
て
、〝
中
川
ひ
ろ

た
か
フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ン
サ
ー
ト
〟を
計
画
し
て
い

ま
す
。

　
皆
様
、
是
非
と
も
参
拝
く
だ
さ
い
。

　

専
如
ご
門
主
を
お
迎
え
し
、
来
年
平
成

二
十
八
年
五
月
二
十
八
日
㈯
と
二
十
九
日
㈰
の

両
日
に
、「
岐
阜
教
区
・
岐
阜
別
院
親
鸞
聖
人

七
五
〇
回
大
遠
忌
法
要
並
び
に
岐
阜
別
院
本
堂

修
復
・
香
光
殿
新
築
落
成
慶
讃
法
要
」を
お
勤
め

い
た
し
ま
す
。

　
両
日
と
も
、
午
前
に
は
ご
門
主
の
御
手
に
よ

る
帰
敬
式(

お
か
み
そ
り)

が
お
こ
な
わ
れ
、
午

後
に
は
岐
阜
市
民
会
館
か
ら
別
院
ま
で
庭
儀
＝

お
ね
り
、
稚
児
行
列
を
行
い
、
引
き
続
い
て
、

法
要
と
記
念
布
教
が
営
ま
れ
ま
す
。

　
法
要
当
日
は
別
院
本
堂
に
仮
設
の
張
り
出
し

を
造
り
ま
す
が
、
収
容
人
数
は
八
〇
〇
席
と
限

ら
れ
ま
す
の
で
、
各
組
に
席
の
割
り
当
て
を
し
、

団
体
参
拝
席
と
い
た
し
ま
す
。
そ
の
他
の
方
に

つ
き
ま
し
て
は
、
モ
ニ
タ
ー
で
法
要
の
様
子
を

南門 補強した本堂内部
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帰
敬
式（
お
か
み
そ
り
）

　
五
月
二
十
八
日
・
二
十
九
日
の
両
日
、

専
如
ご
門
主
の
御
手
に
よ
る
帰
敬
式(

お

か
み
そ
り)

が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
度
の
法
要
で
は
専
如
ご
門
主
が

お
越
し
に
な
ら
れ
ま
す
の
で
、
特
別
に

岐
阜
別
院
本
堂
で
お
こ
な
わ
れ
る
帰
敬
式
で
す
。

申
込
み
に
つ
き
ま
し
て
は
、
三
月
頃
各
寺
院
に

お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

お
稚
児
さ
ん

　
五
月
二
十
八
日
・
二
十
九
日
の
両
日
、
庭
儀

＝
お
ね
り
、
稚
児
行
列
が
お
こ
な
わ
れ
ま
す
。

　
申
し
込
み
に

つ
き
ま
し
て

は
、
後
日
各
寺

院
へ
ご
連
絡
い

た
し
ま
す
。

岐阜別院の行事
午　前 午　　後

５
月
28
日（
土
）

帰敬式
（おかみそり）
（200名）

庭儀＝おねり
稚児行列

親鸞聖人750回
大遠忌法要・記念布教

本堂団体参拝
長良組・岐稲組・中川北組・
東陽組・黒野組・西濃南組・
飛騨組

香光殿サテライト会場
（200席）
境内自由参拝席

（400席）

５
月
29
日（
日
）

帰敬式
（おかみそり）
（200名）

庭儀＝おねり
稚児行列

親鸞聖人750回
大遠忌法要・記念布教

本堂団体参拝
長良組・岐稲組・中川北組・
東陽組・黒野組・西濃南組・
飛騨組

香光殿サテライト会場
（200席）
境内自由参拝席

（400席）

別院境内の記念行事
５月28日（土） 終日
　　29日（日） 終日

グルメ屋台広場
イベントコーナー
バルーンショー

岐阜市民会館の記念行事
５月29日（日）
午後３時～

中川ひろたか
ファミリーコンサート

耐震補強工事中の本堂屋根裏

　
本
堂
は
、
屋
根
の
葺
き
替
え
工
事
を
ほ
ぼ
終
了

し
、
耐
震
金
具
の
取
り
付
け
や
耐
震
壁
の
設
置
な

ど
の
耐
震
工
事
を
進
め
て
い
ま
す
。
内
陣
の
修
復

は
、
耐
震
工
事
が
終
了
し
だ
い
始
め
ま
す
。
お
仏

具
は
京
都
の
小
堀
仏
具
店
で
お
洗
濯
・
漆
塗
り
・

金
箔
押
し
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

境
内
は
、
南
門
・
手
洗
い
場
の
移
動
、
本
堂
正

面
参
道
の
整
備
、
岐
阜
幼
稚
園
グ
ラ
ン
ド
の
配
置

替
え
な
ど
を
進
め
て
い
ま
す
。
全
て
の
工
事
が
三

月
末
ま
で
に
は
終
了
予
定
で
す
。

　

引
き
続
き
永
代
経（
院
号
）懇
志
を
ご
進
納
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

工
事
の
報
告
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キッズ

事例報告

林雙寺住職

水 上 誠 孝

　
私
が
現
在
キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ
活
動
を

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
の
は
、
23

年
前
、少
年
連
盟
の
お
手
伝
い
に
行
っ

た
の
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
委
員
長
を
２
期
勤
め
て
最
後
の

年
に
御
本
山
で「
全
寺
院
サ
マ
ー
ス

ク
ー
ル
計
画
」
が
計
画
さ
れ
、
全
国

で
５
教
区
、
教
区
内
で
は
５
か
寺
の

寺
院
に
て
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
が
試
行

さ
れ
ま
し
た
。
岐
阜
教
区
で
は
５
か 

寺
の
お
寺
で
無
事
に
サ
マ
ー
ス
ク
ー

ル
が
開
催
さ
れ
、
今
で
も
継
続
さ
れ

て
お
ら
れ
る
お
寺
も
あ
り
ま
す
。「
お

寺
を
子
ど
も
の
居
場
所
へ
」
と
言
う

目
的
の
も
と「
キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ
」へ
と

活
動
が
変
化
し
て
現
在
に
到
っ
て
い

ま
す
。

　
当
時
、
試
行
寺
院
に
お
願
い
に
伺

う
の
に
お
願
い
し
て
い
る
本
人
が
サ

マ
ー
ス
ク
ー
ル
を
開
催
し
て
い
な
い

の
は
お
か
し
い
と
、
林
雙
寺
で
も
慌

て
て
ポ
ス
タ
ー
と
募
集
要
項
を
作
成

し
、
第
１
回
林
雙
寺
サ
マ
ー
ス
ク
ー

ル
を
開
校
し
ま
し
た
。

　
参
加
者
は
、
門
徒
の
子
６
名
、
親

戚
４
名
、
友
人
の
子
３
名
、
我
が
子

２
名
の
計
15
名
で
の
ス
タ
ー
ト
で
し

た
。
夏
休
み
の
始
ま
る
終
業
式
の
日

の
夕
方
16
時
に
林
雙
寺
本
堂
に
集
合

し
開
会
式
の
後
、
ク
ラ
フ
ト
、
夕
食

は
カ
レ
ー
を
い
た
だ
き
お
風
呂
に
行

き
ま
す
。
か
き
氷
を
食
べ
て
映
画
を

観
て
就
寝
で
す
。
就
寝
と
言
っ
て
も

積
極
的
に
寝
な
さ
い
と
は
言
い
ま
せ

ん
。
阿
弥
陀
様
の
も
と
で
ゆ
っ
く
り

過
ご
せ
ば
良
い
と
考
え
る
か
ら
で

す
。
朝
は
６
時
迄
寝
て
い
て
欲
し
い

の
で
す
が
、
朝
日
が
眩
し
く
て
５
時

に
は
起
き
て
し
ま
い
ま
す
。
朝
食
は

お
決
ま
り
の
ス
イ
ー
ト
パ
ン
と
お
か

ず
を
セ
ル
フ
サ
ー
ビ
ス
に
て
い
た
だ

き
ま
す
。
お
勤
め
を
し
て
解
散
で
す
。

お
決
ま
り
の
日
程
が
長
続
き
す
る
コ

ツ
だ
と
本
当
に
思
い
ま
す
。
み
ん
な

笑
顔
で
す
か
ら
。

　
今
年
12
回
目
を
開
催
し
た
林
雙
寺

キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
で

す
が
、
今
ま
で
無
事
に
開
催
出
来
た

の
は
、
少
年
連
盟
の
本
山
参
拝
や
サ
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マ
ー
ス
ク
ー
ル
、

指
導
者
研
修
会
で

教
わ
っ
た
事
が
役

に
立
っ
た
の
だ
と

考
え
ま
す
。

　

今
回
は
、
60
名

の
定
員
を
大
幅
に

超
え
て
キ
ャ
ン
セ

ル
待
ち
も
出
て
、

最
終
的
に
は
参
加

を
お
断
り
す
る
方

も
あ
り
ま
し
た
。

結
果
今
年
の
参
加

者
は
68
名
で
し
た
。
こ
こ
10
年
で
参

加
し
た
お
友
だ
ち
が
友
達
を
誘
い
合

い
参
加
者
は
増
加
し
て
い
ま
す
が
、

本
堂
の
畳
は
36
畳
し
か
な
く
大
き
め

の
布
団
も
24
枚
し
か
敷
く
こ
と
が
出

来
な
い
の
で
本
当
に
申
し
訳
な
い
の

で
す
が
、
何
と
か
皆
、
仲
良
く
寝
て

く
れ
て
い
ま
す
。

　
今
年
は
も
う
１
つ
の
キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ

と
し
て
、
高
校
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー

ル
部
の
生
徒
さ
ん
が
８
名
泊
ま
っ
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
何
と
７
名
の
生

徒
さ
ん
の
お
宅
に
は
お
仏
壇
が
有
り

阿
弥
陀
様
が
御
安
置
さ
れ
て
あ
り
ま

し
た
。
有
り
難
い
ご
縁
で
し
た
。

　

最
初
は
お
願
い
し
て
参
加
し
て

貰
っ
て
い
た
サ
マ
ー
ス
ク
ー
ル
。
サ

マ
ー
ス
ク
ー
ル
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
少
年
連
盟
の
春
の
本
山
参
拝
バ

ス
ツ
ア
ー
も
ご
門
徒
の
お
宅
を
１
軒

１
軒
回
っ
て
参
加
を
募
り
ま
し
た
。

な
か
な
か
ご
理
解
が
頂
け
ず
、
参
加

者
は
思
う
よ
う
に
増
え
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
の
頃
、
少
年
連
盟
理
事
長
で

お
ら
れ
た
杉
山
雲
來
さ
ん
よ
り
、
第

５
回
少
年
連
盟
指
導
者
海
外
研
修

（
北
米
）の
お
誘
い
を
受
け
参
加
し
ま

し
た
。
オ
レ
ン
ジ
郡
仏
教
会
の
日
曜

礼
拝
と
ダ
ル
マ
ス
ク
ー
ル
分
科
教
室

の
活
動
に
は
驚
き
ま
し
た
。
大
講
堂

で
お
勤
め
を
し
て
御
法
話
を
聴
聞
さ

れ
て
い
ま
す
。
講
堂
に
は
入
れ
な

か
っ
た
方
は
別
の
場
所
で
プ
ロ
ジ
ェ

ク
タ
ー
に
映
し
出
さ
れ
た
映
像
に
て

お
聴
聞
。
日
曜
礼
拝
の
終
了
後
、
幼

児
の
ク
ラ
ス
、
小
学
生
、
高
校
生
、

大
学
生
、
大
人
の
ク
ラ
ス
に
分
か
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
年
代
別
に
浄
土
真
宗
の

ご
法
義
の
お
話
を
見
た
り
聞
い
た
り

話
し
合
っ
た
り
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
３
０
０
名
の
メ
ン
バ
ー

が
毎
週
集
ま
り
、
仏
法
を
聞

く
場
所
が
あ
る
。
幼
い
子
か

ら
大
学
生
。
皆
が
集
え
る
場

と
し
て
の
お
寺
が
あ
る
と
い

う
こ
と
は
素
晴
ら
し
い
こ
と

だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

ど
う
し
た
ら
林
雙
寺
も
オ

レ
ン
ジ
郡
仏
教
会
の
よ
う
な

皆
が
集
え
る
お
寺
に
な
る
の

か
考
え
ま
し
た
。
ま
ず
は
、

日
曜
学
校
の
開
校
で
す
。
毎

月
第
１
日
曜
日
だ
け
で
し
た

が
、
朝
８
時
か
ら「
ら
い
は
い

の
歌
」の
お
勤
め
と
お
菓
子
配

り
を
し
ま
し
た
。

　
す
る
と
、
徐
々
に
参
加
者
が

増
え
、
30
人
を
超
え
た
時
に

総
代
さ
ん
に
お
手
伝
い
を
お
願
い
し

た
と
こ
ろ
、
本
堂
が
参
加
者
と
保
護

者
の
方
で
一
杯
な
状
況
に
驚
か
れ
、

捻
り
ハ
チ
マ
キ
で
か
き
氷
器
を
回
し

て
く
だ
さ
る
ま
で
な
り
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
な
活
動
の
積
み
重
ね
が
林
雙

寺
キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ
の
原
点
で
す
。

　
最
初
は
勧
め
ら
れ
て
も
ま
っ
た
く

動
か
ず
、
言
い
訳
ば
か
り
し
て
い
た

私
で
し
た
が
、
行
動
し
て
み
る
と

楽
し
く
、
ま
た
面
白
い
も
の
で
す
。

今
後
も
継
続
し
て
キ
ッ
ズ
サ
ン
ガ
の

活
動
を
続
け
て
い
こ
う
と
考
え
て
い

ま
す
。



法　話

　
今
年
中
学
校
１
年
生
に
な
る
長
男
が
、
小
学
校
に
入
学

し
た
頃
の
こ
と
で
す
。
5
月
に
保
護
者
参
観
が
あ
り
ま
し

た
。
授
業
を
受
け
る
子
ど
も
の
姿
を
不
安
と
期
待
で
み
て

い
ま
し
た
。
授
業
は
、『
ア
サ
ガ
オ
を
植
え
ま
し
ょ
う
』と

い
う
も
の
で
し
た
。
配
ら
れ
た
植
木
鉢
は
、
私
が
子
ど
も

の
頃
の
、
あ
の
陶
器
の
も
の
と
は
違
う
、
青
い
プ
ラ
ス

チ
ッ
ク
で
で
き
て
い
ま
し
た
。
時
代
を
感
じ
な
が
ら
も
、

長
男
と
一
緒
に
準
備
を
し
ま
し
た
。「
ア
サ
ガ
オ
用
」と
書

か
れ
た
袋
に
入
っ
た
土
を
植
木
鉢
に
入
れ
ま
す
。
そ
の
土

の
４
・
5
か
所
に
指
で
穴
を
あ
け
て
、
先
生
か
ら
ア
サ
ガ

オ
の
種
を
受
け
と
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
穴
に
２・３
粒
ず

つ
入
れ
、
土
を
か
ぶ
せ
て
、
授
業
は
終
わ
り
ま
し
た
。
子

ど
も
た
ち
は
、次
の
日
か
ら
毎
朝
、ア
サ
ガ
オ
に
水
を
や
っ

て
い
か
ら
授
業
を
う
け
た
そ
う
で
す
。

　
7
月
に
な
り
、
初
め
て
の
夏
休
み
を
迎
え
ま
す
。
夏
休

み
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
の
お
手
紙
を
学
校
か
ら
も
ら
っ

て
来
ま
し
た
。
宿
題
の
こ
と
や
ラ
ジ
オ
体
操
な
ど
、
夏
休

み
の
注
意
が
書
か
れ
て
あ
り
、
最
後
に
ア
サ
ガ
オ
の
こ
と

が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。「
み
な
さ
ん
が
毎
日
お
世
話
を

し
た
ア
サ
ガ
オ
は
、
夏
休
み
の
間
、
家
庭
で
観
察
を
し
て

日
記
を
つ
け
ま
し
ょ
う
」と
あ
っ
て
、
そ
の
後
に「
保
護
者

の
方
へ
、
学
校
ま
で
遠
い
お
と
も
だ
ち
は
、
保
護
者
の
方

が
ア
サ
ガ
オ
を
取
り
に
来
て
く
だ
さ
い
」と
あ
り
ま
し
た
。

私
の
家
は
歩
い
て
25
分
く
ら
い
か
か
る
の
で
、
私
が
一
緒

に
取
り
に
行
き
ま
し
た
。
帰
り
道
、
長
男
に
声
を
か
け
ま

し
た
。「
い
い
か
い
、
夏
休
み
の
間
、
君
が
毎
日
ア
サ
ガ

オ
の
お
世
話
を
す
る
ん
だ
よ
」。
長
男
は「
う
ん
大
丈
夫
、

ボ
ク
ち
ゃ
ん
と
や
る
よ
」。
長
男
は
毎
朝
、
起
き
る
と
す

ぐ
に
ア
サ
ガ
オ
に
水
を
や
り
ま
し
た
。
や
が
て
つ
ぼ
み
が

つ
く
頃
に
な
る
と
、
大
喜
び
で「
早
く
咲
け
、
早
く
咲
け
」

と
声
を
か
け
な
が
ら
水
を
や
り
ま
す
。
数
日
後
、
花
が
咲
き

ま
し
た
。
最
初
の
日
は
２
、３
輪
、
次
の
日
は
５
輪
、
長
男

は
そ
の
花
を
嬉
し
そ
う
に
な
が
め
て
、
絵
日
記
に
も
色
鉛

筆
で
ア
サ
ガ
オ
を
描
き
ま
し
た
。
で
も
、
ア
サ
ガ
オ
は
咲
い

て
か
ら
散
る
ま
で
が
あ
っ
と
い
う
ま
で
す
。
最
後
の
花
が

咲
き
終
わ
る
と
、
長
男
は
も
う
ア
サ
ガ
オ
に
見
向
き
も
し

ま
せ
ん
。
私
た
ち
も
ア
サ
ガ
オ
の
こ
と
は
忘
れ
て
、
夏
休

み
の
後
半
は
、隅
の
方
に
ほ
っ
た
ら
か
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
９
月
、
２
学
期
の
始
業
式
に
ま
た
学
校
か
ら
お
手
紙
を

も
ら
っ
て
き
ま
し
た
。
２
学
期
の
注
意
が
い
く
つ
か
書
か

れ
、
最
後
に
ア
サ
ガ
オ
の
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、「
み
な

さ
ん
が
夏
休
み
の
間
お
世
話
を
し
た
ア
サ
ガ
オ
も
、
そ
ろ

そ
ろ
…
」と
あ
り
ま
し
た
。
そ
ろ
そ
の
…
、
の
後
は
、
私

の
感
想
で
は「
枯
れ
た
頃
だ
と
思
い
ま
す
」と
い
う
言
葉
が

つ
づ
き
ま
す
。
で
も
お
手
紙
に
は
、「
そ
ろ
そ
ろ
、
種
が

固
く
な
っ
た
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
」と
あ
り
、
続
け
て「
こ

の
種
は
来
年
の
一
年
生
の
大
切
な
種
で
す
か
ら
、
学
校
に

持
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
」と
あ
り
ま
し
た
。「
枯
れ
た
頃
」

も
、「
種
が
固
く
な
っ
た
頃
」も
、
ど
ち
ら
も
間
違
い
で
は

な
い
と
思
い
ま
す
。
初
め
て
小
学
校
に
入
学
し
た
子
ど
も

と
、
私
の
見
た
ア
サ
ガ
オ
は
、
春
に
種
を
植
え
、
芽
を
出

し
た
頃
が
ア
サ
ガ
オ
の「
誕
生
」で
、
お
そ
ら
く
一
番
華
や

か
な
の
は
、
何
輪
も
花
を
つ
け
た
頃
、
そ
し
て
ア
サ
ガ
オ

の
い
の
ち
の
終
り
が「
枯
れ
た
頃
」で
す
。
し
か
し
、
毎
年

ア
サ
ガ
オ
を
植
え
る
一
年
生
と
過
ご
す
先
生
に
と
っ
て

は
、
昨
年
の
一
年
生
が
育
て
、
実
を
結
ん
だ
種
を
今
年
の

一
年
生
が
も
ら
い
、来
年
の
一
年
生
に
受
け
継
が
れ
ま
す
。

親
鸞
聖
人
は
、
教
行
信
証
の
中
で
、

「
蟪
蛄
春
秋
を
識
ら
ず
、伊
虫
あ
に
朱
陽
の
節
を
知
ら
ん
や
」

（
註
釈
版
聖
典
３
０
１
頁
）

と
述
べ
ら
れ
ま
す
。
七
高
僧
の
お
一
人
、曇
鸞
大
師
の『
往

生
論
註
』か
ら
の
ご
引
用
で
す
。
蟪
蛄
と
は
、
夏
蝉
の
こ

と
で
、「
夏
に
生
ま
れ
夏
に
死
ぬ
蝉
は
春
と
秋
を
知
ら
な

い
、
だ
か
ら
こ
の
虫
は
ど
う
し
て
今
が
暑
い
夏
だ
と
知
っ

て
い
よ
う
か
」と
い
う
意
味
で
す
。
こ
れ
は
決
し
て
蝉
を

愚
か
だ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。私
の「
い

の
ち
」の
問
題
と
見
つ
め「
わ
た
し
の
い
の
ち
は
、
ど
こ
ら

か
ら
来
て
ど
こ
へ
行
く
の
か
、
そ
の
事
か
ら
目
を
そ
む
け

て
生
き
て
い
る
こ
と
は
、
蝉
と
同
じ
で
今
の
い
の
ち
を
見

誤
っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
」と
の
お
示
し
で
す
。

　
「
一
度
き
り
の
人
生
だ
か
ら
…
」「
生
き
て
い
る
い
の
ち

を
大
切
に
…
」と
い
う
言
葉
を
私
自
身
も
何
度
も
使
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
れ
で
間
違
い
は
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
こ
の
言
葉
の
裏
返
し
は「
死
ん
だ
ら
お
し
ま
い
だ
」で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い
ま
の
い
の
ち
を
見
つ
め
て
い
る

つ
も
り
で
い
な
が
ら
、
い
の
ち
の
始
ま
り
が
だ
れ
も
が

も
っ
て
い
る「
誕
生
日
」で
、
い
の
ち
の
終
り
が
、
い
の
ち

の
日「
命
日
」で
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
と
、
い
ま
の
い
の

ち
の
す
が
た
が
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　
今
の
い
の
ち
を
見
誤
ら
な
い
た
め
に
、
前
の
い
の
ち
、

明
日
の
い
の
ち
を
見
通
し
た
方
の
言
葉
を
聞
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
い
の
ち
を
見
通
し
た
方
を「
目
覚
め
た
方
」

と
い
う
意
味
で
仏
陀
と
呼
び
、
仏
陀
の
お
言
葉
は
お
経
に

説
か
れ
て
い
ま
す
。
親
鸞
聖
人
は
そ
の
お
経
の
お
こ
こ
ろ

を
お
偈（
う
た
）ご
和
讃
に
こ
の
よ
う
に
示
さ
れ
ま
す
。

　
弥
陀
成
仏
の
こ
の
か
た
は

　
い
ま
に
十
劫
を
へ
た
ま
へ
り

　
法
身
の
光
輪
き
は
も
な
く

　
世
の
盲
冥
を
て
ら
す
な
り

（
註
釈
版
聖
典
５
５
７
頁
）

　
私
が
い
の
ち
に
目
覚
め
る
た
め
に
、
は
る
か
昔
か
ら
名

乗
り
を
あ
げ
て
く
だ
さ
っ
た
方
が
阿
弥
陀
さ
ま
で
す
。
阿

弥
陀
さ
ま
の
み
ひ
か
り
は
、
私
の
い
の
ち
の
す
が
た
を
て

ら
し
だ
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
私
が
ど
こ
か
ら
来
て
、
ど

こ
へ
向
か
っ
て
生
き
る
の
か
、
そ
し
て
私
の
い
の
ち
の
す

が
た
を
し
め
さ
れ
ま
す
。

　
　
中
川
南
組　
蓮
教
寺

　
　
　
　
　
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
布
教
使

　
　

高
田　

篤
敬

前
生
　
現
生
　
後
生

● 6



実践運動

　

今
回
初
め
て
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
年
が
戦
後
70
年
の
節
目
と
い
う
こ
と
も
あ
り
席

の
な
い
方
も
あ
る
ほ
ど
多
く
の
参
拝
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
れ
ま
で
の
70
年
は
直
接
戦
争
体
験
を
さ
れ

た
方
々
か
ら
戦
争
の
悲
惨
さ

や
、
決
し
て
繰
り
返
し
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
決
意
を
き
く
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
話
で
し
か

知
ら
な
い
私
達
の
世
代
が
次
世

代
に
伝
え
て
い
く
た
め
に
も
こ

の
よ
う
な
法
要
を
御
縁
と
し
て

き
ち
ん
と
向
き
合
い
考
え
て
い

く
こ
と
が
い
か
に
大
切
か
と
考

え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

岐
厚
組
　
丹
宮
　
美
根
子

　

平
成
27
年
9
月
17
日（
木
）～
18
日（
金
）今
回
初

め
て
仏
教
婦
人
会
の
一
員
と
し
て
千
鳥
ヶ
淵
全
戦

没
者
追
悼
法
要
に
参
拝
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
1

日
目
は
築
地
本
願
寺
参
拝
。
本
願
寺
第
12
代
准
如

様
が
浅
草
に
開
創
さ
れ
2
回
の
大
火
の
後
に
現
在

の
築
地
に
建
造
さ
れ
た
と
の
お
話
で
古
代
イ
ン
ド

式
の
建
物
で
し
た
。
2
日
目
は
国
会
議
事
堂
を
見

学
。
国
会
前
の
安
保
法
案
反
対
の
デ
モ
隊
の
人
々

を
目
に
し
て
私
も
心
の
中
で
反
対
と
こ
ぶ
し
を
上

げ
て
い
ま
し
た
。
第
35
回
目
の
法
要
は
戦
後
70
年

目
を
迎
え
に
千
鳥
ヶ
淵
戦
没
者
墓
苑
に
ご
門
主
様

ご
親
修
の
も
と
厳
粛
な
気
持
ち
で
失
わ
れ
た
尊
い

多
く
の
命
に
平
和
へ
の
願
い
を
込
め
て
合
掌
致
し

ま
し
た
。

揖
斐
組
　
野
村
　
邦
子

　
今
回
私
自
身
5
回
目
の
千
鳥
ヶ
淵
参
拝
に
参
加

さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　
国
会
議
事
堂
前
で
は
安
保
法
案
反
対
、
戦
争
反

対
の
声
が
お
き
て
い
た
そ
の
日
普
段
は
静
か
で
あ

ろ
う
公
園
に
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
が
戦
没
者
を
思

い
、
手
を
あ
わ
せ
て
い
ま
し
た
。

　
毎
回
読
ま
れ
る「
平
和
」に
つ
い
て
の
作
文
、
今

年
は
曽
々
父
が
戦

争
で
な
く
な
っ
た

中
学
生
が
僕
は
戦

争
に
は
反
対
で
す

と
思
い
を
か
た
り
、

小
学
生
の
時
両
親

と
行
っ
た
沖
縄
で

同
じ
年
頃
の
少
女

た
ち「
ひ
め
ゆ
り
学

徒
」の「
生
き
た
い
、

生
き
て
い
た
い
、
生
き
た
か
っ
た
」の
言
葉
が
重
く

心
に
残
っ
た
と
高
校
生
は
語
り
か
け
ま
し
た
。

　
二
人
は「
平
和
の
鐘
」を
静
か
に
平
和
を
願
い
鳴

ら
し
続
け
ま
し
た
。

　
私
た
ち
が
参
拝
し
た
日
も
小
雨
が
降
っ
て
い
ま
し

た
が
、私
の
母
が
生
前
参
拝
し
た
日
も
小
雨
が
降
っ

て
い
た
の
か
、
こ
ん
な
句
を
残
し
て
い
ま
し
た
。

　
戦
火
人
の
涙
の
し
ず
く
か

　
　
　
　

千
鳥
が
ふ
ち
の

　
　
　
　
　
　
　

杉
の
木
立
に
秋
雨
し
ず
か

岐
阜
別
院
　
福
島
　
静
子

千
鳥
ヶ
淵
戦
没
者
法
要
に
参
拝
し
て

7 ●
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●
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〇

岐
阜
別
院 『
報
恩
講
法
要
』の
ご
案
内

十
二
月
四
日（
金
）

　
　
日
中
法
要　
午
前
十
時
よ
り

　
　
逮
夜
法
要　
午
後
一
時
よ
り

十
二
月
五
日（
土
）

　
　
日
中
法
要　
午
前
十
時
よ
り

　
　
逮
夜
法
要　
午
後
一
時
よ
り

　
　
初
夜
法
要　
午
後
七
時
よ
り

十
二
月
六
日（
日
）

　
　
日
中
法
要　
午
前
十
時
よ
り

　
講
師　
本
願
寺
司
教
・
行
信
教
校
教
師

　
　
　
　
本
願
寺
派
布
教
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
田　
慈
昭　
師

報
恩
講 『
聞
法
の
つ
ど
い
』

十
二
月
六
日(

日)

　
　
報
恩
講
日
中
法
要
引
き
続
き

　
講
師　
・
岐
稲
組
専
琳
寺

　
　
　
　
　
　
本
願
寺
派
布
教
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
山　
大
悟　
師

　
　
　
　
・
東
陽
組
溝
徳
寺

　
　
　
　
　
　
本
願
寺
派
布
教
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
野　
龍
仁　
師

　
　
　
　
・
本
年
度
報
恩
講
法
要
講
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
田　
慈
昭　
師

皆
様
お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え
お
参
り
く
だ
さ
い

お
知
ら
せ

　
現
代
仏
教
で
説
く「
因
縁
果
」の
考
え
方
は
、「
因

果
応
報
」で
は
な
く「
因
縁
生
起
」で
あ
り
ま
す
。
物

事
が
生
じ
た
り
起
き
た
り
す
る
の
は
、「
因
」だ
け
で

な
く
、
よ
り
重
要
な
こ
と
と
し
て「
縁
」を
説
き
、
二

つ
が
整
っ
た
と
き「
果
」が
結
ば
れ
ま
す
。
こ
の「
因

縁
生
起
」を
略
し
て「
縁
起
」と
呼
び
、
仏
教
の
中
心

思
想
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
直
接
原
因
で
あ
る

「
因
」よ
り
も
間
接
原
因（
条
件
）で
あ
る「
縁
」を
重
視

し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
私
は
、
兼
職
か
ら
僧

侶
専
業
に
な
っ
て
三
年
目
で
あ
り
ま
す
。
歳
は
重
ね

て
い
ま
す
が
法
務
経
験
は
浅
く
、
ま
た
宗
門
の
大
学

を
卒
業
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
宗
教
界
で
の

横
の
繋
が
り
が
弱
い
と
自
覚
し
て
い
ま
す
。「
念
仏

の
声
」の
編
集
で
は
、
執
筆
者
の
選
定
な
ど
多
く
の

こ
と
を
他
の
委
員
に
委
ね
て
い
ま
す
。

　
読
者
の
皆
さ
ん
。「
仏
縁
」に
限
ら
ず「
縁
」は
人
生

を
豊
か
に
し
て
く
れ
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
通
し

て「
ご
縁
」を
広
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

編
集
後
記

第25代 専如門主教区ご巡回
並びに直轄・直属寺院ご巡拝実施日決定

　
今
般
、
第
25
代
専
如
門
主
の
伝
灯
報
告
法
要
に
と
も
な

う
記
念
行
事
と
し
て
、｢

第
25
代 

専
如
門
主
教
区
ご
巡
回
、

並
び
に
直
轄
・
直
属
寺
院
ご
巡
拝｣

が
実
施
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
岐
阜
教
区
に
つ
き
ま
し
て
は

２
０
１
６（
平
成
28
）年
５
月
27
日（
金
）午
後
と
決
定
い
た

し
ま
し
た
。

　
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
決
定
次
第
各
御
寺
院
へ
お
知
ら

せ
い
た
し
ま
す
の
で
、
皆
様
お
誘
い
合
わ
せ
の
う
え
ご
参

拝
く
だ
さ
い
。

祝 

第
二
十
五
代
専
如
門
主

　

伝
灯
奉
告
法
要

　
近
畿
日
本
ツ
ー
リ
ス
ト
株
式
会
社

　
株
式
会
社
Ｊ
Ｔ
Ｂ

　
株
式
会
社
日
本
旅
行

　
東
武
ト
ッ
プ
ツ
ア
ー
ズ
株
式
会
社

　
名
鉄
観
光
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

（
本
山
旅
行
指
定
業
者
）


