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去
る
五
月
二
十
日

（日
）
、
浜
松
市
北
区

三

ケ
ロ
町
日
比
沢
の
清
浄
山
華
蔵
寺
様

（伊
原
憲
幸
住
職
）
に
お
い
て
、
書
院
と

庫
裡
の
落
慶
式
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

建
設
委
員
を
始
め
と
し
た
関
係
者
が

早
く
か
ら
準
備
の
た
め
に
取
り
組
み
、
皆

一

で
手
分
け
を
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
役
を
こ
な
し

ま
し
た
。
新
し
い
建
物

の
堂

々
と
し
た
姿
に

皆
誇
ら
し
げ
で
、
こ
れ
ま
で
の
お
互
い
の
労

を
ね
ぎ
ら
い
ま
し
た
。

か

つ
て
の
書
院
と
庫
裡
は
老
朽
化
し
て
い

た
と
は
い
え
大
き
く
て
立
派
な
も

の
で
し
た

が
、
新
し
く
完
成
し
た
書
院
と
庫
裡
は
三
階

部
分
を
含
め
れ
ば
そ
の
規
模
を
上
回
り
ま
す
。
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去
る
六
月
二
十
三
日

（上
）
、
掛
川
市
上
士

方
落
合

の
梅
月
山
華
厳
院
様

（末
永
昌

一
住

職
）
に
お
い
て
、
書
院

の
上
棟
式
が
執
り
行

わ
れ
ま
し
た
。

続

い
て
人
月

一
日

（水
）
に
は
庫
裡

の
上

棟
式
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

華蔵寺様の書院玄関と庫裡 (平成24年 5月 )

華蔵寺様の落鹿式の様子 (平成 24年 5月 )

華厳院様の餅撒きの様子 (平成 24年 6月 )



「昔
か
ら
怖
い
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
？
」

皆
様
、
初
め
ま
し
て
。
こ
の
度
、
父

（故

井
上

文
夫
）
に
代
り
ま
し
て
、
私

（井
上
　
拓
郎
）
が

原
稿
を
書
か
せ
て
頂
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
若

輩
者
で
は
ご
ざ

い
ま
す
が
、
２
か
月
に

一
度
、
原

稿
を
書
か
せ
て
頂
き
ま
す
の
で
、
最
後
ま
で
ご

一

読
頂
け
れ
ば
幸

い
で
す
。

皆
様
が
ご
関
心
の
あ
る
事
な
ど
リ
ク

エ
ス
ト
や
、

ビ
意
見

・
ご
要
望
が
ご
ざ

い
ま
し
た
ら
、
テ
ー

マ

に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
何
な
り
と
お
申

し
付
け
く
だ
さ
い
。

（さ
て
こ
こ
か
ら
本
題
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
）

昔
か
ら
怖

い
も
の
喩
え
と
し
て

「地
震
、
雷
、

火
事
、
親
父
」
な
ど
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、

最
近
で
は

「親
父
が
怖
い
」
と
い
う
家
庭
が
少
な

く
な

っ
て
き
た
様
な
気
が
し
ま
す
。
私
が
セ
ミ
ナ

ー
な
ど
で

「
こ
の
規
父
に
替
わ

っ
て
入
る
と
す
る

と
何
が
入
り
ま
す
か
？
」
と
お
聞
き
す
る
と
、
東

日
本
大
震
災
後
は
大
半
の
方

々
が
津
波
と
答
え
ま

す
。
そ
れ
ま
で
は
台
風
と
お
答
え
す
る
方
が
大
勢

で
し
た
。
直
近
で
は
、
茨
城
県
や
栃
木
県
で
発
生

し
た
竜
巻
な
ど
も
入
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の

「地
震
、
雷
、
火
事
、
津
波
、
台
風
や
竜
巻
」
に

つ
い
て
は
、
特
に
多
く
の
娃
物
を
所
有

・
管
理
さ

れ
て
い
る
ご
寺
院
の
皆
様
に
と

っ
て
は
憂
慮
さ
れ

て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

お
檀
家

の
方

々
の
浄
財
や
、
長
年
の
宗
教
法
人

活
動
で
得
た
蓄
財
を
か
け
て
建
立
す
る
建
物
で
す

か
ら
、
な
お
さ
ら
な
事
と
思
い
ま
す
。

実
は
こ
の

「地
震
、
雷
、
火
事
、
津
波
、
台
風

や
竜
巻
」
は
、
保
険

の
補
償
範
囲
で
も
あ
る
の
は

皆
さ
ん
も
ご
存
じ
の
事
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
今

回
は
火
災
保
険

の
補
償
内
容
と
保
険
金
請
求
事
例

に

つ
い
て
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

「東
海
地
震
や
竜
巻
な
ど
の
自
然
災
害
の
恐
怖
」

今
年
の
初
め
に
政
府

の
地
震
調
査
委
員
会
が
東

海
地
震

の
３
０
年
以
内

の
発
生
確
率
を
８
８
％
と

発
表
し
ま
し
た
。
５
月
に
は
茨
城
県
や
栃
木
県
で

国
内
観
測
史
上
最
大
級
の
竜
巻
が
発
生
し
、
テ
レ

ビ
で
も
竜
巻
注
意
報
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
し
か

し
こ
の
地
震
や
竜
巻
、
落
雷
や
津
波
な
ど
は
、
そ

の
地
域

一
帯
に
被
害
を
も
た
ら
す
為
、
予
め
被
害

の
程
度
を
想
定
す
る
事
は
不
可
能
だ
と
思
い
ま
す
。

予
防
が
難
し
い
事
で
す
か
ら
、
対
処
す
る
最
善
の

策
と
し
て
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
も
多

い
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
．

（次
頁

へ
続
く
）



V

と
こ
ろ
で
皆
さ
ん
は
、
ど
の
様
な
損
害
に
対
し

て
保
険
金
を
受
取
れ
る
か
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
？

弊
社
に
実
際
に
あ

っ
た
火
災
保
険

の
事
故
報
告

の

中
で
も
、
落
雷
に
よ
る
損
害
と
、
台
風
な
ど
の
風

災
に
よ
る
損
害

の
請
求
が
全
体
の
半
分
以
上
を
占

め
ま
す
。
店
舗
総
合
保
険
に
よ
る
補
償
内
容
に
な

り
ま
す
が
、
落
雷
に
よ
る
事
故
で
も
、
建
物
が
日

的

の
場
合
、
建
物
に
付
随
し
て
い
る
設
備

（建
物

に
付
随
す
る
防
犯
カ
メ
ラ
や
防
犯
シ
ス
テ
ム
な
ど
）

も
補
償
さ
れ
ま
す
。　
つ
ま
り
建
物
に
結
合
し
て
あ

る
そ
れ
ら
の
機
械
も
、
建
物
の

一
部
と
見
な
し
補

償
さ
れ
る
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
建
物
に
付
随
し
て

い
な
く
て
も
、
什
器
備
品
を
保
険
の
目
的
と
し
て

加
入
し
て
い
れ
ば
補
償
さ
れ
ま
す
。

ま
た
こ
れ
か
ら
の
季
節
は
台
風
が
多
く
な
る
と

思
い
ま
す
が
、
風
災
の
場
合

２
０
万
円
以
上
の
損

害
に
対
し
て
保
険
金
が
支
払
わ
れ
ま
す
。　
つ
ま
り

２
０
万
円
以
下
の
損
害
で
は
保
険
金
が
お
り
ま
せ

ん
。
た
だ
し
過
去
に
有

っ
た
例
と
し
ま
し
て
、
数

日
間
の
う
ち
に
２
つ
の
台
風
が
連
続
し
て
通
過
し
、

そ
の
合
計
損
害
額
が
２
０
万
円
を
超
え
た
為
、
保

険
金
が
支
払
わ
れ
た
と
い
う
事
が
あ
り
ま
し
た
。

せ

っ
か
く
保
険
に
加
入
し
て
い
て
も
、
万
が

一

の
際
に
保
険
金
を
受
取
れ
な
く
て
は
意
味
が
あ
り

ま
せ
ん
。
建
物
に
損
害
が
あ

っ
た
場
合
に
は
、
保

険
が
適
用
に
な
る
か
否
か
を
ご
自
身

で
判
断
せ
ず
、

ご
加
入
の
代
理
店
や
保
険
会
社
、
ま
た
は
農
協
に

て
確
認
し
て
い
た
だ
く
事
を
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。

次
回
は
地
震
保
険
に

つ
い
て
お
話
致
し
ま
す
。

日
本
テ
ン
プ
ル
ヴ

ア
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
　
井
上
　
拓
郎

二
〇
〇

一
年
勤
め
て
い
た
安
田
火
災
を
退
職
し
、

日
本
テ
ン
ブ
ル
ヴ

ァ
ン
株
式
会
社
に
入
社
。

保
険
事
業
部
を
設
立
し
、
宗
教
法
人
向
け
に
生
損

保
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
及
び
販
売
を
始
め
る
。

同
年
、
真
言
宗
智
山
派
共
済
制
度
の
幹
事
代
理
店

と
し
て
、
新
た
に
共
済
制
度
取
扱
を
開
始
。

そ
の
後
、
顧
問
契
約
先
で
あ
る
大
和
証
券
社
内
研

修
に
て
、
宗
教
法
人
の
退
職
金
制
度
に

つ
い
て
の

講
師
や
外
資
系
生
命
保
険
会
社
の
社
員
向
け
セ
ミ

ナ
ー
の
講
師
を
務
め
る
．

他
に
も
地
区
仏
教
会
や
宗
派
内
教
区
等
で
の
宗
教

法
人
に
お
け
る
保
険
契
約
に

つ
い
て
の
セ
ミ
ナ
ー

等

の
講
師
を
務
め
た
経
験
が
あ
る
。

最
近
で
は
納
骨
堂
設
置
に
お
け
る

コ
ン
サ
ル
テ
イ

ン
グ
と
、
納
骨
堂
許
可
申
請
の
代
行
業
務
も
行

っ

た
経
験
を
活
か
し
、
宗
教
法
人
の
不
動
産
有
効
活

用
や
資
産
運
用
の
コ
ン
サ
ル
テ
イ
ン
グ

の
仕
事

の

依
頼
を
こ
な
す
。

二
０

一
二
年
二
月
、
寺
院

の
法
律
知
識

（長
谷
川

正
浩
編
著
、
本
間
久
雄
、
秋
山
経
生
著
）

の
執
筆

協
力
を
行
う
。

―



(にんにく)の話

以
前
本
紙
面
で
弊
社
に
お

い
て
餃
子

が
ブ
ー
ム
に
な

っ
て
い
る
と
書

い
た

の

で
す
が
、
そ
の
時
は
鼻

（に
ら
）
の
お
話

を
し
ま
し
た
が
、
や
は
り
餃
子
と
い
え
ば

萌

（
に
ん
に
く
）
、
と
い
う
こ
と
で
今
回

は
訪

の
お
話
で
す
。
ち
な
み
に
、
ま
だ
弊

社

の
餃
子
ブ
ー
ム
は
継
続
中
で
す
。

萌
は
ネ
ギ
科
の
多
年
草
で
、
原
産
地
は

中
央
ア
ジ
ア
も
し
く
は
北
ア
フ
リ
カ
、
既

に
古
代

エ
ジ
プ
ト

の
ビ
ラ
ミ

ッ
ド
建
設

の
従
事
者
に
配
ら
れ

て
い
た
と

い
う
く

ら

い
人
類
と

の
付
き
合

い
が
長

い
野
菜

で
す
．
■
在
世
界
の
生
産
量
の
人
割
を
占

め
る
中
国
に
は
紀
元
前

二
世
紀
に
伝
わ

り
、
日
本

へ
は
人
世
紀
頃
伝
わ

っ
た
様
で

す
が
、
当
初
は
薬
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
し

た
。
現
在

の
日
本
で
は
青
森
県
が
生
産
量

の
人
割
を
占
め
ま
す
。

一

萌

は
世
界
中

で
薬
や
魔
除
け
と
し
て

も
て
は
や
さ
れ
て
来
ま
し
た
が
、
や
は
り

そ

の
栄
養
と
刺
激
的
な
臭

い
に
よ
る
も

の
で
し
ょ
う
。
南

の
臭

い
の
原
因
は
ア
リ

シ
ン

（硫
化
ア
リ
ル
）
で
、
こ
れ
は
糖
質

の
代
謝
を
助
け
る
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
ｌ
の
働

き
を
高
め
ま
す
。
訪
が

メ
タ
ミ
ナ
食
品
と

呼
ば
れ
る
大
き
な
理
由
は
こ
れ
で
す
。
ア

リ
シ
ン
に
は
血
行
促
進
、
発
汗
作
用
、
殺

菌
、
利
尿
作
用
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
前
に

は
炭
水
化
物
が
三
割
、
野
菜
と
し
て
は
高

め
の
タ
ン
パ
ク
質
、
脂
質
も
含
ま
れ
て
い

る
た
め
百
グ
ラ
ム
当
た
り

一
二
人
．
・
情

も
あ
り
ま
す
。
他
に
も
ビ
タ
ミ

ン
Ｂ
６

（全
食
品
中
で
も
か
な
り
多

い
方
）
や
カ

リ
ウ
ム
、
カ
ル
シ
ウ
ム
な
ど
が
含
ま
れ
て

い
て
、
昔
は
万
能
薬
と
さ
れ
て
い
た
の
が
、

科
学
的

に
も
様

々
な
有
効
成
分
が
含
ま

一

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
ま
す
。

と

こ
ろ
が
、
胡
は
そ
の
強
力
な
栄
養
素

の
た
め
両
刃
の
剣

の
面
が
あ
り
ま
す
。
た

と
え
ば
、
殺
菌
作
用
が
強

い
た
め
、
湿
布

に
も
用

い
ら
れ
ま
す
が
、
皮
膚

の
弱

い
人

に
と

っ
て
は
か
え

っ
て
肌
荒

れ

の
原
因

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
腸
内

の
悪
玉
菌
を

減
ら
す
効
果
が
あ
り
ま
す
が
、
食

べ
過
ぎ

れ
ば
善

王
菌

ま

で
減

ら
し

て
し
ま

い
ま

す
。
食
欲
を
増
進
す
る
萌

で
す
が
、
空
腹

時

に
生
で
食
べ
る
と
、
胃

の
粘
膜
を
刺
激

し
過
ぎ

て
痛
め
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
胡

に
よ

る

口
臭

を
気

に
す

る
人
は
多

い
で

す
が
、
大
量
に
食

べ
れ
ば
体
臭
ま
で
影
響

し
ま
す
。

身
体
に
良

い
も
の
で
も
、
限
度
が
あ
り

ま
す
。　
一
日
に
生
な
ら

一
片
、
加
熱
し
た

も

の
で
二
片
か
ら
三
片
が
目
安
で
す
。

ロ


