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い
。

今
こ
そ
、

こ
の

現
状
を
成
熟
社
会
を

歩
む
指
針
に
し
な
け

で
福
島
県
飯
舘
村
を
訪
ね
た
。

い
わ
き
市

が
あ
る
。

と
の
考
え

え
の
よ
う
で
し
た
。

地
震
や
津
波
、

台
風

や
大
雨
は
、

自
然
の

現
象
で
避
け
ら
れ
な

が
増
え
て
き
た
。

そ
の
延
長
線
上
に
原
発

　
今
年
の
七
月
、

杵
築
市
区
長
会
の
視
察

た
さ
ず
、

権
利
ば
か
り
を
主
張
す
る
人
間

目
指
し
て
き
た
。

そ
の
た
め
か
義
務
を
果

戦
後
の
日
本
は
、

経
済
成
長
を
一
貫
し
て

業
務
を
行
っ

て
い
る
が
、

除
染
推
進
課
は

村
役
場
は
、

福
島
市
の
建
物
を
借
り
て

放
射
能
汚
染
地
区
・
飯
舘
村
に
学
ぶ
閑栖記

に
す
る
村
を
目
指
し
て
い
た
の
で
す
。

車
中
よ
り
「

あ
れ
が
第
一
原
発
か
」

と
の

右
前
方
に
高
圧
線
鉄
塔
が
見
え
て
来
た
。

よ
り
常
磐
自
動
車
道
を
し
ば
ら
く
走
る
と

来
て
一
日
五
千
人
余
り
が
除
染
の
仕
事
を

い
る
と
い
う
。

全
国
各
地
よ
り
作
業
員
が

担
当
職
員
が
村
役
場
に
通
っ

て
対
応
し
て

び
た
雑
木
が
育
っ

て
い
る
。

双
葉
町
だ
。

る
。

詰
め
込
ん
だ
袋
に
水
が
入
ら
な
い
よ

う
に
シ
ー

ト
を
掛
け
、

ガ
ス
抜
き
の
パ
イ

ら
し
き
農
地
に
は
、

雑
草
と
三
ｍ
程
に
伸

の
付
近
に
は
、

全
く
人
影
も
無
く
田
ん
ぼ

声
が
あ
が
る
。

田
園
地
帯
に
点
在
す
る
家

汚
染
さ
れ
て
い
な
い
土
を
敷
き
つ
め
て
い

刈
り
取
り
、

表
土
は
五
㎝
除
い
て
新
し
い

し
て
い
る
。

屋
根
は
拭
き
取
り
、

草
木
は

み
上
げ
て
い
る
。

除
染
し
た
雑
草
や
土
を

未
だ
中
間
処
分
場
所
す
ら
決
ま
っ

て
い
な

十
月
よ
り
朝
６
時
半
か
ら
で
す

。

と
、

あ
ち
こ
ち
に
黒
い
袋
が
三
段
位
に
積

浪
江
Ｉ
Ｃ
を
降
り
て
飯
舘
方
面
に
向
か
う

プ
を
設
置
し
た
仮
置
場
が
至
る
所
に
あ
る
。

れ
ば
と
話
さ
れ
た
。

行
事
予
定

を
振
り
返
っ

て
の
苦

　
震
災
か
ら
四
年
間

入
れ
た
フ
レ
コ
ン
パ
ッ

ク
の
山
だ
。

い
と
い
う
。

村
内
を
視
察
し
た
後
、

福
島

思
い
き
や
、

そ
う
で

労
話
を
さ
れ
る
か
と

典
雄
村
長
に
面
会
。

染
推
進
課
の
担
当
者
よ
り
現
状
の
報
告
が

あ
っ

た
。

地
震
発
生
か
ら
九
分
後
に
災
害

都合により、変更することがあります。

範
囲
を
原
発
か
ら
半
径
二
十
㎞
に
拡
大
し

は
な
く
原
発
に
依
存
す
る
国
と
産
業
界
と

寺
交
流
G
ゴ
ル
フ
大
会

に
努
め
て
い
た
。

翌
日
、

国
は
避
難
指
示

写
経
写
仏
の
会

10/24

11/7

市
の
仮
庁
舎
で
菅
野

独
秀
流
詠
歌
（

納
会
）

独
秀
流
ご
詠
歌

菅野典雄村長

国
民
が
、

今
こ
そ
こ
の
原
発
事
故
か
ら
学

対
策
本
部
を
立
ち
上
げ
被
害
状
況
の
把
握

写
経
写
仏
の
会

独
秀
流
ご
詠
歌

　
や
が
て
一
行
は
、

村
役
場
に
到
着
。

除

チ
ャ

リ
テ
ィ
ー

バ
ザ
ー

ご
詠
歌
・
観
音
講

坐
禅
会
（

納
会
）

午
頃
、

放
射
線
量
が
四
四
・
七
マ
イ
ク
ロ

ー

ラ
イ
フ
に
似
た
独
自
の
「

ま
で
い
ラ
イ

合
掌
会
奉
仕
作
業

原
発
が
水
素
爆
発
を
起
こ
す
。

翌
日
の
正

十
年
間
、

第
五
次
振
興
計
画
を
立
て
ス
ロ

飯
舘
村
は
合
併
せ
ず
平
成
十
七
年
か
ら

ぶ
べ
き
時
だ
、

と
話
さ
れ
ま
し
た
。

写
経
写
仏
の
会

難
が
始
ま
り
、

四
月
二
十
二
日
に
国
が
全

し
て
い
る
最
中
で
し
た
。
「

日
本
で
最
も

観
音
講
（

十
時
よ
り
）

坐禅会

10/10

11/28

12/12

編集 矢 野 明 玄

印刷 安 住 寺

ご
詠
歌
・
観
音
講

た
。

飯
舘
村
は
一
番
近
い
南
部
で
三
十
㎞

村
を
避
難
区
域
に
指
定
。

学
校
を
隣
の
川

美
し
い
村
」

連
合
へ
加
盟
す
る
農
業
中
心

俣
町
の
支
援
を
受
け
て
移
転
し
た
。

現
在

の
村
で
、

人
と
地
域
、

自
然
と
食
を
大
切

シ
ー

ベ
ル
ト
を
記
録
。

そ
の
後
、

住
民
避

フ
」

を
コ
ン
セ
プ
ト
に
村
づ
く
り
を
推
進

に
位
置
す
る
。

三
月
十
四
日
十
一
時
頃
、

成
熟
社
会
を
歩
む
指
針
に
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「
禅
ー
い
ま
を
生
き
る
ー
」 

 
平
成
二
十
八
年
は
、
宗
祖
臨
済
禅
師
の

一
一
五
〇
年
の
遠
諱
に
あ
た
る
。 

 

臨
済
義
玄
禅
師
―
曹
州
南
華
（
山
東
省

の
兗
州
府
）
の
生
ま
れ
。
臨
済
は
、
師
家

と
し
て
住
持
し
て
い
た
鎮
州
（
今
日
の
河

北
省
の
正
定
の
地
）
の
臨
済
院
に
因
ん
だ

道
号
で
、
法
諱
（
僧
と
し
て
の
本
名
）
が

義
玄
で
あ
る
。 

 

臨
済
禅
寺
（
河
北
省
正
定
県
） 

八
角
九
重
・
高
さ
三
十
三
メ
ー
ト
ル 

若
く
し
て
出
家
し
、
中
国
禅
の
祖
師
の

言
葉
の
他
に
、『
法
華
経
』『
華
厳
経
』『
維

摩
経
』
『
楞
伽
経
』
『
楞
厳
経
』
な
ど
多
く

の
経
典
や
論
書
を
学
び
、
博
く
伝
統
仏
教

を
極
め
て
い
た
と
さ
れ
る
。 

し
か
し
、
禅
師
自
ら
『
臨
済
録
』
の
示

衆
の
中
で
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。 

 

「
私
な
ど
も
、
昔
は
律
に
心
を
留
め
た

こ
と
が
あ
り
、
ま
た
経
や
論
の
研
学

に
も
努
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
後

に
な
っ
て
そ
れ
ら
は
世
を
救
う
薬
、

何
か
を
表
現
し
た
教
説
に
す
ぎ
ぬ
と

知
っ
て
、
そ
こ
で
即
刻
投
げ
捨
て
て

し
ま
っ
て
、
た
だ
ち
に
道
を
訪
ね
禅

に
参
じ
た
。
～
」 

こ
の
よ
う
に
臨
済
禅
師
は
当
時
の
伝
統

仏
教
を
一
切
投
げ
捨
て
、
江
南
の
地
で
黄

檗
希
運
禅
師
の
弟
子
と
な
り
、
行
業
純
一

に
修
行
さ
れ
、
大
悟
さ
れ
た
と
い
う
。 

臨
済
の
禅
風
は
後
世
、
機
鋒
峻
烈
を
も

っ
て
知
ら
れ
、
馬
上
三
軍
を
叱
咤
す
る
風

格
か
ら
、
古
来
「
臨
済
将
軍
」
と
称
さ
れ

る
。
そ
の
禅
師
の
語
録
が
「
語
録
の
王
」

と
云
わ
れ
る
『
臨
済
録
』
で
あ
る
。 

 
 

「
黄
檗
山
頭
に
會
て
痛
棒
に
遭
い
、
大

愚
の
肋
下
に
方
に
築
拳
を
解
す
・
・
・
」 

こ
れ
は
、『
臨
済
録
』
の
序
文
の
冒
頭
で
あ

る
。 そ

の
昔
、
臨
済
宗
の
修
行
僧
は
諸
国
を

行
脚
し
旅
を
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
宗
門

の
お
寺
に
投
宿
を
願
う
際
に
、
必
ず
『
臨

済
録
』
の
序
文
を
暗
誦
す
る
こ
と
と
な
っ

て
い
ま
し
た
。 

 

『
臨
済
録
』
示
衆
に
「
殺
仏
殺
祖
」
の

段
が
あ
る
。 

 
 

道
流
、
伱
、
如
法
の
見
解
を
得
ん
と

欲
わ
ば
、
但
だ
人
惑
を
受
く
る
こ
と

莫
か
れ
。
裏
に
向
か
い
外
に
向
か
っ

て
、
逢
著
す
れ
ば
便
ち
殺
せ
。
仏
に

逢
う
て
は
仏
を
殺
し
、
祖
に
逢
う
て

は
祖
を
殺
し
、
羅
漢
に
逢
う
て
は
羅

漢
を
殺
し
、
父
母
に
会
う
て
は
父
母

を
殺
し
、
親
眷
に
逢
う
て
は
親
眷
を

殺
し
て
、
始
め
て
解
脱
を
得
、
物
と

拘
わ
ら
ず
、
透
脱
自
在
な
り
。 

 

[

訳]

修
行
者
た
ち
よ
、
仏
法
に
忠
実
な
、

立
派
な
見
解
を
得
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、

他
人
の
言
っ
た
言
語
に
惑
わ
さ
れ
て
は

な
ら
ぬ
。
内
に
お
い
て
も
外
に
お
い
て

も
出
逢
っ
た
も
の
に
執
着
す
る
な
。
た

と
え
ば
敬
す
べ
き
仏
に
逢
っ
て
も
仏
の

あ
り
が
た
い
こ
と
に
執
着
す
る
心
を
殺

し
、
祖
師
に
逢
え
ば
祖
師
に
執
着
す
る

心
を
殺
し
、
羅
漢
に
逢
え
ば
羅
漢
に
執

着
す
る
心
を
殺
し
、
父
母
に
あ
っ
た
ら

父
母
に
執
着
す
る
心
を
殺
し
、
親
類
眷

属
に
逢
え
ば
親
類
眷
属
に
執
着
す
る
心

を
殺
し
て
、
そ
う
し
て
始
め
て
解
脱
す

る
こ
と
が
で
き
、
何
物
に
も
束
縛
さ
れ

ず
、
す
っ
き
り
し
た
自
在
な
生
活
が
で

き
る
の
だ
。 

 

如
法
の
見
解
を
得
よ
う
と
す
れ
ば
、
人

に
惑
わ
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
仏
に
対
し

て
あ
り
が
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
、
執

着
す
れ
ば
迷
い
で
あ
る
。
執
着
心
を
な

く
し
て
こ
そ
自
在
に
生
き
る
こ
と
が
で

き
る
の
だ
。 

[

訳
文]

中
村
文
峰(

一
九
九
〇) 

現
代
語
訳
臨
済
録 

大
蔵
出
版 

  

仏
も
父
母
も
逢
う
も
の
は
殺
し
て
し
ま

え
と
は
、
な
ん
と
も
物
騒
な
表
現
で
あ
る
。

仏
祖
や
父
母
を
殺
す
こ
と
は
仏
教
に
お
い

て
最
も
重
い
「
五
逆
罪
」
の
ひ
と
つ
で
あ

る
が
、
こ
の
厳
し
さ
は
臨
済
禅
師
の
慈
悲

の
裏
返
し
と
い
え
る
。 

 

今
日
私
た
ち
は
、
技
術
の
進
歩
に
よ
っ

て
日
常
に
限
ら
ず
、
医
療
・
福
祉
・
教
育

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
便
利
さ
を
享
受
で
き
る
。 

 

と
は
言
え
、
物
事
に
は
表
裏
が
あ
り
、

善
悪
の
関
係
が
あ
る
。
豊
か
な
価
値
を
創

造
す
る
企
業
の
、
千
五
百
億
も
の
粉
飾
決

算
が
明
ら
か
に
な
っ
た
り
、
便
利
な
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
で
あ
る
ラ
イ
ン

な
ど
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
絡
ん
だ
ト
ラ
ブ
ル
や
事
件

事
故
な
ど
も
起
き
て
い
る
。 

何
か
に
囚
わ
れ
え
て
し
ま
っ
て
は
本
来

あ
る
べ
き
の
姿
、
役
割
が
失
わ
れ
、
迷
い

や
執
着
心
を
生
み
間
違
っ
た
は
た
ら
き
を

し
て
し
ま
う
。 

 
 
 
 

 

 

は
な
し
が
一
般
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

が
、
禅
的
に
も
、
仏
や
祖
師
方
が
あ
り
が

た
い
、
あ
り
が
た
い
と
囚
わ
れ
執
着
し
て

し
ま
う
と
、
本
来
の
自
己
を
見
失
っ
て
し

ま
う
こ
と
に
な
る
。 

 

臨
済
禅
師
は
上
堂
し
説
か
れ
た
。 

「
私
た
ち
の
血
の
通
う
こ
の
肉
体
の
中

に
、
何
者
に
も
代
え
難
い
『
真
実
の
自
己
』

が
あ
っ
て
、
常
に
私
た
ち
の
感
覚
器
官
か

ら
出
た
り
入
っ
た
り
し
て
い
る
。
ま
だ
そ

の
『
真
実
の
自
己
』
に
気
付
か
な
い
も
の

は
、
さ
あ
看
よ
。」 

臨
済
禅
師
は
仏
を
否
定
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
い
。
本
当
に
自
己
の
内
な
る
『
仏
』

に
目
覚
め
れ
ば
、
我
も
仏
、
他
も
仏
、
自

利
利
他
の
自
在
の
生
き
方
が
出
来
る
と
説

く
の
で
あ
り
ま
す
。 



 

第
六
回
杵
築
市
仏
教
会
交
流 

グ
ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ
大
会
開
催 

おおお
彼彼彼
岸岸岸
ののの
起起起
源源源
ととと
実実実
践践践      

お
彼
岸
の
法
要
は
、
も
と
も
と
イ
ン
ド

や
中
国
で
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

中
国
の
「
八
王
日
」（
立
春
・
春
分
・
立
夏
・

夏
至
・
立
秋
・
秋
分
・
立
冬
・
冬
至
）
に

読
経
持
斎
す
れ
ば
、
寿
命
が
増
長
さ
れ
る

と
い
う
思
想
が
日
本
に
入
り
、
特
に
春

分
・
秋
分
の
二
回
を
大
切
に
し
、
お
彼
岸

と
し
て
法
要
を
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

『
日
本
後
記
』
に
は
大
同
元
年
（
八
〇

六
）
三
月
辛
巳
の
条
に
、
諸
国
の
国
分
寺

の
僧
を
し
て
春
秋
二
仲
日
別
七
日
に
「
金

剛
般
若
経
」
を
読
ま
し
む
、
と
あ
り
彼
岸

会
の
起
源
と
さ
れ
て
い
る
。 

さ
て
、
彼
岸
に
到
る
六
つ
の
徳
目
に
、

六
波
羅
蜜
が
あ
る
。
そ
の
中
の
忍
辱
波
羅

蜜
に
つ
い
て
、『
入
菩
薩
行
論
』
に
次
の
よ

う
に
あ
る
。 

「
世
界
中
を
牛
の
皮
で
覆
う
な
ら
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
跣
で
歩
か
れ
る
、
し
か
し
そ

れ
は
不
可
能
で
あ
る
。
だ
が
自
分
の
脚
に

靴
を
は
け
ば
世
界
中
を
皮
で
覆
う
た
と
同

じ
こ
と
で
あ
る
。 

世
界
中
を
自
分
の
意
に
か
な
う
理
想
国

に
す
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
不
可
能
で
あ

る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
菩
提
心
を
発

す
な
ら
ば
、
そ
し
て
忍
辱
の
靴
を
は
く
な

ら
ば
、
た
だ
ち
に
世
界
中
は
自
分
の
心
に

か
な
う
世
の
中
と
な
る
。 

一
度
、
身
も
心
も
一
切
衆
生
の
た
め
に

さ
さ
げ
る
と
い
う
菩
提
心
を
発
す
な
ら
ば
、

凡
夫
が
た
だ
ち
に
菩
薩
に
な
れ
る
の
で
あ

る
。
鉄
を
黄
金
に
変
ず
る
術
が
あ
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
、
奇
跡
で
あ
る
。
だ

が
、
そ
れ
よ
り
も
偉
大
な
る
奇
跡
は
、
凡

夫
が
菩
薩
に
な
れ
る
こ
と
で
あ
る
。」 

河
口
慧
海
師
訳 

『
入
菩
薩
行
論
』
は
南
イ
ン
ド
出
身
の

シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ァ
に
よ
っ
て
、
七

百
年
ご
ろ
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
、
チ
ベ
ッ

ト
仏
教
な
ど
大
乗
仏
教
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
。 

宮
沢
賢
治
の
遺
作
と
さ
れ
る
『
雨
ニ
モ

マ
ケ
ズ
』
で 

 

 

こ
の
、
デ
ク
ノ
ボ
ー
な
モ
ノ
は
、
会
う

人
ご
と
に
「
あ
な
た
は
悟
り
を
開
く
方
だ
」

と
言
っ
て
、
石
を
投
げ
ら
れ
よ
う
が
、
棒

で
打
た
れ
よ
う
が
礼
拝
し
た
、
『
法
華
経
』

に
出
て
く
る
常
不
軽
菩
薩
の
精
神
を
原
型

に
し
た
と
さ
れ
る
。 

 

私
た
ち
の
愛
憎
の
世
の
中
に
あ
っ
て
は
、

怨
み
に
報
い
る
に
怨
み
を
も
っ
て
報
い
、

争
そ
い
の
止
ま
ぬ
こ
と
が
如
何
に
多
い
こ

と
で
し
ょ
う
。 

 

常
不
軽
菩
薩
の
礼
拝
の
姿
勢
は
忍
辱
行

の
実
践
の
姿
で
す
。 

 

し
か
し
、
忍
辱
波
羅
蜜
を
は
じ
め
六
波

羅
蜜
の
行
を
実
践
す
る
こ
と
は
、
簡
単
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
ゆ
え
に
、
大
切
に
心
に

留
め
て
お
き
た
い
教
え
で
あ
り
ま
す
。 

 

今
年
も
八
月
二
十
・
二
十
一
日
に
杵
築
少
年
剣
道

部
の
夏
合
宿
を
開
催
し
ま
し
た
。 

 

今
回
は
、
市
社
会
教
育
課
の
依
頼
を
受
け
「
夏
休

み
杵
築
公
民
館
学
校
」
の
仲
間
二
十
名
と
檀
家
の
畔

地
さ
ん
、
八
坂
さ
ん
の
お
孫
さ
ん
の
参
加
も
い
た
だ

き
、
総
勢
六
十
名
近
い
生
徒
の
皆
さ
ん
が
坐
禅
を
体

験
し
ま
し
た
。 

 

三
十
分
間
の
坐
禅
を
二
回
。
み
っ
ち
り
坐
っ
た
の

で
、
キ
ョ
ロ
キ
ョ
ロ
、
も
ぞ
も
ぞ
す
る
生
徒
も
何
人

か
。
暑
い
中
み
ん
な
頑
張
り
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

日
時
：
平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
七
日
（
火
） 

場
所
：
杵
築
市
営
サ
ッ
カ
ー
場
（
山
香
） 

開
会
：
午
前
九
時
十
五
分 

参
加
：
１
チ
ー
ム
６
名
補
欠
２
名
ま
で
登
録
可 

各
寺
院
３
チ
ー
ム
ま
で
出
場 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【日
々
是
好
日
】 

●
八
月
十
五
日
に
戦
後
七
十
年
に
あ
た
り
、

戦
没
者
慰
霊
の
供
養
を
致
し
ま
し
た
。
お

参
り
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
あ
り
が
と
う

御
座
い
ま
し
た
。
●
八
月
十
六
日
の
東
西

下
司
区
供
養
盆
踊
り
の
御
回
向
で
、
今
年

の
お
盆
の
行
事
・
棚
経
も
無
事
に
終
え
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
長
男
玄
悠
は
一
人

で
の
棚
経
と
な
り
ま
し
た
が
、
道
案
内
な

ど
ご
心
配
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
御
座

い
ま
し
た
。
●
昨
年
八
月
の
広
島
市
豪
雨

災
害
に
続
き
、
九
月
十
一
日
、
茨
城
県
常

総
市
で
鬼
怒
川
が
氾
濫
し
数
名
の
方
が
犠

牲
と
な
り
ま
し
た
。
心
か
ら
お
悔
や
み
と
、

お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。
一
日
も
早

い
復
旧
を
願
い
ま
す
。
十
八
日
に
臨
済
宗

青
年
僧
の
方
々
と
、
今
回
の
北
関
東
東
北

水
害
の
義
損
托
鉢
を
大
分
市
内
で
行
い
ま

し
た
。
●
九
月
二
十
四
日
は
、
敬
老
会
を

開
催
い
た
し
ま
す
。
出
席
の
皆
様
は
お
元

気
に
お
こ
し
下
さ
い
。
●
十
一
月
二
十
三

日
・
勤
労
感
謝
の
日
は
、
チ
ャ
リ
テ
ィ
バ

ザ
ー
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
合
掌
会
の
役
員

さ
ん
か
ら
ご
連
絡
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す

が
、
バ
ザ
ー
の
品
物
が
あ
り
ま
し
た
ら
ご

協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
●
県
外
の

檀
家
の
方
々
か
ら
も
、
温
か
い
お
手
紙
や

お
心
遣
い
を
頂
い
て
お
り
ま
す
。
時
折
お

礼
が
遅
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
お
許
し

下
さ
い
。
寺
族
一
同
無
事
に
過
ご
さ
せ
て

頂
い
て
お
り
ま
す
。
お
彼
岸
が
過
ぎ
れ
ば

す
ぐ
に
師
走
が
迫
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
檀

信
徒
の
皆
様
方
の
ご
清
福
を
心
よ
り
お
祈

り
申
し
上
げ
ま
す
。 

ミ
ン
ナ
ニ
デ
ク
ノ
ボ

ー
ト
ヨ
バ
レ 

ホ
メ
ラ
レ
モ
セ
ズ 

ク
ニ
モ
サ
レ
ズ 

サ
ウ
イ
フ
モ
ノ
ニ 

ワ
タ
シ
ハ
ナ
リ
タ
イ 

柴又帝釈天外壁常不軽菩薩木彫 

※
今
年
度
は
３
チ
ー
ム
出

場
で
き
れ
ば
と
考
え
て
お

り
ま
す
。 

涼
し
い
時
期
の
開
催
で
す
、

檀
家
の
方
で
出
場
を
希
望

さ
れ
る
方
が
あ
り
ま
し
た

ら
ご
連
絡
下
さ
い
。 



 
 


