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旧
年
中
は
当
山
の
護
持
運
営
に
ご
協
力
い
た
だ
き 

誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た 

本
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す 

南
無
阿
弥
陀
仏 

 
 

     

失
っ
て
は
じ
め
て
気
づ
く
今
の
わ
が
身
の
あ
り
が
た
さ 

昨
年
の
漢
字
に
「
北
」

が
選
ば
れ
ま
し
た
。
北
朝

鮮
の
ミ
サ
イ
ル
発
射
や
核

実
験
の
強
行
、
九
州
北
部

豪
雨
、
北
海
道
産
の
じ
ゃ

が
い
も
の
不
作
、
北
海
道

日
本
ハ
ム
の
大
谷
翔
平
選

手
や
清
宮
幸
太
郎
選
手
、

競
馬
キ
タ
サ
ン
ブ
ラ
ッ
ク

な
ど
が
選
ば
れ
た
理
由
と

し
て
挙
げ
ら
れ
た
と
い
い

ま
す
。 

し
か
し
、「
北
」
が
昨
年

の
一
字
と
言
わ
れ
て
も
何

だ
か
ピ
ン
と
こ
な
い
の
は
私
だ
け
で
し
ょ
う
か
。
二
位
は
「
政
」
だ
っ
た
そ
う

で
、
こ
ち
ら
の
方
が
し
っ
く
り
来
る
気
が
し
ま
す
。 

 

昨
年
を
振
り
返
る
の
も
大
切
で
す
が
、
年
も
明
け
た
こ
と
で
す
し
、
今
年
の

こ
と
を
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
昔
は
小
学
校
で
書
初
め
を
し
て
い
た
よ
う

に
思
い
ま
す
が
、
現
在
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
今
年
の
始
ま
り
に
あ
た
っ
て
一

筆
書
く
と
し
た
ら
皆
さ
ま
は
ど
ん
な
字
を
選
び
ま
す
か
。 

 

「
失
っ
て
は
じ
め
て
気
づ
く
今
の
わ
が
身
の
あ
り
が
た
さ
」 

 

本
年
の
柱
掛
け
法
語
の
言
葉
で
す
。
そ
の
通
り
と
頷
か
れ
る
方
も
多
い
で

し
ょ
う
。
こ
の
「
今
」
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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仏
教
の
一
説
に
、
す
べ
て
の
存
在
は
「
刹
那
」（
刹
那
の
長
さ
に
つ
い
て
は

諸
説
あ
る
が
、
指
を
ひ
と
は
じ
き
す
る
間
に
六
十
五
刹
那
あ
る
と
か
、
一
刹
那

は
七
十
五
分
の
一
秒
で
あ
る
な
ど
と
言
わ
れ
て
い
る
）
の
間
に
生
成
消
滅
を

繰
り
返
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
今
消
滅
し
た
も
の
（
Ａ
）

と
同
じ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
を
因
と
し
て
、
ま
た
相
続
し
つ
つ
次

の
刹
那
に
新
た
な
も
の
（`

Ａ
）
の
存
在
が
生
じ
る
と
い
う
の
で
す
。 

 

刹
那
と
い
う
と
、
「
刹
那
的
な
生
き

方
」
な
ど
と
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ

と
が
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
過
去
や

将
来
を
考
え
ず
、
た
だ
こ
の
瞬
間
を
充

実
す
れ
ば
足
り
る
と
す
る
考
え
方
だ

と
す
れ
ば
良
く
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

し
か
し
、
刹
那
と
い
う
考
え
を
生
み

出
し
た
仏
教
の
も
と
の
意
味
に
戻
っ

て
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
案
外
、
素
晴
ら

し
い
考
え
方
だ
と
思
え
ま
す
。
「
一
瞬

一
瞬
を
大
切
に
す
る
、
そ
の
時
を
本
当

に
充
実
し
て
生
き
る
生
き
方
」
と
言
い

換
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。 

 

「
今
（
刹
那
）
だ
け
よ
け
れ
ば
過
去

や
将
来
は
ど
う
で
も
よ
い
」
と
い
う
否

定
的
な
態
度
で
は
な
く
、「
今
（
刹
那
）

が
よ
く
な
け
れ
ば
過
去
も
将
来
も
よ

く
な
ら
な
い
」
と
い
う
積
極
的
な
態
度

で
す
。 

仏
教
は
過
去
、
未
来
、
現
在
と
い
う
三
世
を
説
き
ま
す
。
今
の
連
続
が
未
来

と
呼
ば
れ
る
も
の
に
な
り
、
過
ぎ
去
っ
た
今
が
過
去
に
な
り
ま
す
。
過
去
の
自

分
が
今
の
自
分
、
過
去
と
は
別
の
自
分
を
作
り
、
今
の
自
分
が
未
来
の
自
分
、

今
と
は
別
の
自
分
を
作
る
の
で
す
。
先
人
は
「
い
の
ち
ま
い
に
ち
あ
た
ら
し
い
」

と
も
表
現
さ
れ
ま
し
た
。 

 

よ
く
大
人
は
子
供
に
向
か
っ
て
、「
将
来
の
た
め
に
今
は
我
慢
し
て
頑
張
り

な
さ
い
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
い
ま
す
。
し
か
し
、
い
く
ら
将
来
の
た
め

と
は
い
え
、
今
我
慢
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
辛
い
こ
と
で
す
。 

同
じ
よ
う
な
意
味
で
す
が
、「
将
来
の
た
め
に
苦
し
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ

ど
も
今
を
一
生
懸
命
生
き
る
こ
と
が
大
切
な
ん
だ
」
と
言
う
と
、
少
し
積
極
的

に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
勉
強
す
る
と
い
う
こ
と
は

苦
し
い
（
今
）
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
目
的
（
未
来
）
さ
え
は
っ
き
り
し
て
い

れ
ば
、
そ
れ
は
我
慢
で
は
な
く
、
満
足
に
繋
が
る
は
ず
で
す
。 

 

さ
て
、
浄
土
真
宗
の
教
え
に
つ
い
て
「
死
ん
だ
後
に
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る

教
え
で
し
ょ
う
、
今
の
私
に
は
関
係
な
い
、
役
に
立
た
な
い
」
と
考
え
る
方
が

お
ら
れ
ま
す
。
本
当
に
そ
う
で
し
ょ
う
か
。 

仏
教
を
説
か
れ
た
お
釈
迦
さ
ま
は
、
真
理
に
目
覚
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
生

老
病
死
、
諸
行
無
常
の
中
に
あ
っ
て
苦
し
み
を
離
れ
て
さ
と
り
の
境
地
に
至

ら
れ
ま
し
た
。
浄
土
真
宗
も
道
程
は
異
な
っ
て
い
ま
す
が
同
じ
く
さ
と
り
へ

の
道
を
教
え
て
い
ま
す
。 

 
確
か
に
浄
土
に
往
生
す
る
の
は
未
来
で
す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
今
、
救
わ
れ

る
の
で
す
。
煩
悩
に
よ
っ
て
苦
悩
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
、
す
べ
て
の
い
の

ち
が
光
り
輝
く
「
倶
会
一
処
」（
と
も
に
一
つ
の
と
こ
ろ
で
会
う
）
の
浄
土
に

生
ま
れ
、
先
に
往
生
さ
れ
た
方
々
と
お
会
い
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
が
、
人
生
を
精
一
杯
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
力
を
与
え
る
の
で
し
ょ
う
。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%92
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ま
た
、
今
、
救
わ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
未
来
も
救
わ
れ
る
と
も
言
え
ま
す
。
今
、

浄
土
往
生
間
違
い
な
し
と
聞
く
こ
と
が
で
き
て
こ
そ
、
す
で
に
人
生
を
終
え

た
親
し
い
人
が
先
に
仏
さ
ま
に
な
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
私
も
未
来
に
仏
と
な

る
こ
と
が
素
直
に
い
た
だ
け
る
の
で
し
ょ
う
。 

 

そ
し
て
、
今
、
救
わ
れ
る
か
ら
こ
そ
、

過
去
も
救
わ
れ
る
の
で
す
。
今
が
大
切
、

有
難
い
と
い
う
こ
と
は
後
に
な
っ
て
み

な
い
と
気
付
か
な
い
こ
と
が
多
い
も
の

で
す
。
失
敗
し
た
と
思
う
こ
と
、
や
り

直
し
た
い
と
思
う
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ

る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、「
ド
ラ
え
も
ん
」

の
よ
う
に
タ
イ
ム
マ
シ
ン
で
過
去
に
戻

っ
て
や
り
直
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

「
過
去
は
変
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、

意
味
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
る
」
と
教

え
ら
れ
ま
し
た
。
過
去
を
振
り
返
っ
て

そ
れ
を
今
に
生
か
し
て
い
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
意
味
の
あ
る
も
の
に
し
て
い
く

こ
と
は
で
き
ま
す
。
今
救
わ
れ
た
な
ら

ば
、
今
ま
で
の
こ
と
は
す
べ
て
有
意
義

で
あ
っ
た
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。 

 

今
、
私
は
、
阿
弥
陀
仏
か
ら
浄
土
に
生
ま
れ
よ
と
願
わ
れ
、
間
違
い
な
く
救

う
と
誓
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
「
有
難
い
」
と
喜
び
、
「
こ
の
よ
う
な
私
を
」

と
慚
愧
し
つ
つ
、「
帰
っ
て
い
く
世
界
が
あ
る
」
と
安
心
し
て
精
一
杯
生
き
て

い
く
こ
と
を
先
人
は
「
今
、
救
わ
れ
た
」
と
表
現
し
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。 

仏
教
は
、
今
、
大
切
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
も
の
な
の
で
す
。 

秋
季
永
代
経
報
告 

よ
う
や
く
涼
し
く
な
り
秋
の
気
配
が
漂

い
始
め
た
中
の
秋
季
永
代
経
。
納
骨
堂
、

本
堂
で
お
勤
め
の
あ
と
、
法
話
は
中
原
大

道
師
（
高
松
市
大
乗
寺
）
に
よ
る
ピ
ア
ノ

を
交
え
て
の
音
楽
法
話
。 

浄
土
真
宗
は
阿
弥
陀
さ
ま
に
お
ま
か
せ

す
る
、「
季
節
の
移
ろ
ぎ
に
た
だ
た
だ
応
じ

る
の
み
。
年
月
の
移
ろ
ぎ
に
も
た
だ
た
だ

応
じ
る
の
み
」
と
い
う
心
境
が
生
ま
れ
る
。

そ
の
仏
さ
ま
の
教
え
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
ソ
ン

グ
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
ま
し
た
。 

メ
ジ
ャ
ー
曲
、
か
り
ゆ
し
５
８
の
「
ア

ン
マ
ー
」（
沖
縄
の
方
言
で
母
の
こ
と
）
。 

「
ア
ン
マ
ー
よ
、
ア
ナ
タ
は
私
の
全
て

を
許
し
、
全
て
を
信
じ
全
て
を
包
み
込
ん

で
、
惜
し
み
も
せ
ず
に
何
も
か
も
を
、
私

の
上
に
注
ぎ
続
け
て
き
た
の
に
、
ア
ン
マ
ー
よ
、
私
は
そ
れ
も
気
付
か
ず
に
思

い
の
ま
ま
に
過
ご
し
て
き
た
の
で
し
た
…
」
と
歌
い
上
げ
、
こ
の
曲
の
母
心
が

仏
の
心
に
通
じ
て
い
る
と
話
さ
れ
ま
し
た
。 

そ
し
て
最
後
は
竹
内
ま
り
あ
の
「
い
の
ち
の
歌
」
。
今
日
話
し
た
こ
と
は
す

べ
て
こ
の
詩
に
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
、
と
の
こ
と
。 

「
本
当
に
だ
い
じ
な
も
の
は
隠
れ
て
見
え
な
い
。
さ
さ
や
か
す
ぎ
る
日
々

の
中
に
か
け
が
え
な
い
喜
び
が
あ
る
。
い
つ
か
は
誰
で
も
こ
の
星
に
さ
よ
な

ら
を
す
る
時
が
来
る
け
れ
ど
、
命
は
継
が
れ
て
ゆ
く
。
生
ま
れ
て
き
た
こ
と 

、

育
て
て
も
ら
え
た
こ
と
、
出
会
っ
た
こ
と
、
笑
っ
た
こ
と
、
そ
の
す
べ
て
に
あ

り
が
と
う
。
こ
の
命
に
あ
り
が
と
う 

」。 
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真
宗
教
団
連
合
香
川
県
支
部
聞
法
大
会
報
告 

法
話
楽
団
「
迦
陵
頻
伽
」。
ギ
タ
ー
、

ピ
ア
ノ
、
フ
ル
ー
ト
の
演
奏
を
バ
ッ
ク

に
西
脇
顕
真
氏
が
歌
い
、「
念
仏
者
の
生

き
方
」
を
語
り
ま
し
た
。 

「
里
の
秋
」「
浜
千
鳥
」「
バ
ラ
が
咲

い
た
」、
そ
の
声
と
詞
が
心
に
沁
み
わ
た

り
ま
す
。「
日
本
文
化
か
ら
仏
教
を
取
っ

た
ら
何
も
残
ら
な
い
」
と
お
っ
し
ゃ
っ

た
方
も
お
ら
れ
ま
す
。 

浄
土
真
宗
は
何
も
特
別
な
生
き
方
を

し
な
さ
い
と
は
説
き
ま
せ
ん
。
あ
り
の

ま
ま
の
自
分
で
あ
り
な
が
ら
、
お
念
仏

の
中
に
真
実
を
見
つ
め
て
感
謝
の
日
暮

し
を
す
る
。
そ
う
い
う
も
の
だ
か
ら
こ

そ
長
き
に
亘
っ
て
多
く
の
人
々
が
そ
の
教
え
を
喜
び
、
そ
の
精
神
が
、
古
く
か

ら
歌
い
継
が
れ
る
曲
に
通
ず
る
も
の
が
多
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

本
年
の
行
事
予
定 

一
月
八
日 

 
 
 
 
 
 

宗
祖
報
恩
講 

三
月
二
十
三
～
二
十
五
日 

よ
る
し
る
べ
＆
よ
る
し
ら
べ 

三
月
下
旬 

 
 
 
 
 
 

春
季
永
代
経 

五
月
下
旬 
 
 
 
 
 
 

お
て
ら
く
ご 

九
月
中
旬 

 
 
 
 
 
 

総
代
世
話
人
会 

九
月
下
旬 

 
 
 
 
 
 

秋
季
永
代
経 

十
月
中
旬
～ 

 
 
 
 
 

報
恩
講
参
り 

十
二
月
三
十
一
日 

 
 
 

除
夜
会 

仏
教
マ
ン
ガ
説
法
①
～
鬼
の
太
鼓
～ 

六
道
輪
廻
（
仏
教
で
は
生
き
と
し
生
け
る
者
が
経
巡
る
世
界
に
天
、
人
、
修

羅
、
畜
生
、
餓
鬼
、
地
獄
の
六
つ
あ
る
と
考
え
る
）
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
「
修

羅
道
」。 

い
わ
ゆ
る
戦
い
の
世
界
で
す
が
、
昔
の
「
十
界
図
」「
六
道
図
」
な
ど
を
見

る
と
、
剣
や
弓
で
戦
う
武
者
の
そ
ば
に
、
太
鼓
を
叩
い
て
い
る
鬼
が
描
か
れ
て

い
ま
す
。
あ
た
か
も
太
鼓
で
戦
い
を
鼓
舞
す
る
か
の
よ
う
で
す
が
、
お
そ
ら
く

鬼
に
と
っ
て
は
、
ど
ち
ら
が
勝
っ
て
も
負
け
て
も
か
ま
わ
な
い
の
で
し
ょ
う
。

戦
い
が
長
引
く
こ
と
自
体
が
、
鬼
の
喜
び
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。 

緊
迫
の
続
く
現
在
の
世
界
情
勢
で
す
が
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
戦
い
が
長
引

く
と
喜
ぶ
鬼
が
、
今
も
ど
こ
か
で
太
鼓
を
叩
い
て
囃
し
た
て
て
い
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
よ
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
佐
々
木
正
祥
） 

 

 


