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号２１第

た
け
な
わ

　
い
よ
い
よ
秋
も
酣
と
な
り
ま
し
た

善
照
寺
住
職
　
今
　
岡
　
達
　
雄

台風２２号では北からの暴風雨にさらされ窓枠か
ら漏水しました。畳を上げ水受けを作りました。

台風２３号では直接風雨に曝されないようにシー
トを準備しましたが、それでも漏水しました。

　
い
よ
い
よ
秋
も
た
け
な
わ
と
な
り

ま
し
た
。
十
月
に
は
八
百
万
の
神
は

出
雲
に
集
ま
る
そ
う
で
す
。
で
す
か

ら
日
本
各
地
で
は
十
月
を
神
無
月

（
か
ん
な
づ
き
）
と
呼
び
、
出
雲
で

は
神
有
月
（
か
み
あ
り
づ
き
）
と
呼

ん
で
い
ま
す
。
行
徳
で
は
十
月
に
香

取
神
社
や
稲
荷
神
社
の
お
祭
り
が
あ

り
御
輿
（
み
こ
し
）
が
担
が
れ
ま

す
。
御
輿
は
神
様
の
乗
り
物
で
す
か

ら
神
様
が
い
な
い
と
き
に
御
輿
を
担

い
で
お
祭
り
を
す
る
な
ん
て
変
な
気

も
し
ま
す
が
、
も
し
か
す
る
と
神
様

が
早
く
戻
っ
て
く
る
よ
う
に
宴
を
開

く
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
十
一
月

十
七
日
は
善
照
寺
の
十
夜
法
要
で

す
。
今
年
は
水
曜
日
に
な
り
ま
す
が

お
時
間
が
御
座
い
ま
し
た
な
ら
是
非

と
も
お
寺
に
お
集
ま
り
下
さ
い
。

　
さ
て
、
今
年
は
天
候
不
順
で
す
。

夏
は
猛
暑
で
日
照
り
続
き
で
、
そ
の

夏
が
終
わ
っ
た
と
思
っ
た
ら
、
今
度

は
秋
雨
前
線
や
ら
台
風
や
ら
雨
ば
か

り
で
し
た
。
十
月
だ
け
で
半
年
分
の

雨
が
降
っ
た
そ
う
で
す
。
台
風
も
二

十
二
号
、
二
十
三
号
相
次
い
で
や
っ

て
き
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
北
か
ら
の
強
い
風
雨

が
あ
る
と
心
配
す
る
事
、
そ
れ
は
本

堂
の
正
面
と
墓
地
側
の
窓
枠
か
ら
雨

が
浸
入
す
る
こ
と
で
す
。
油
断
を
す

る
と
畳
が
水
浸
し
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
で
す
か
ら
台
風
の
時
は
要
注

意
な
の
で
す
。

　
下
段
右
側
の
写
真
は
二
十
二
号
の

時
の
本
堂
内
で
す
。
窓
側
の
畳
を
上

げ
、
窓
枠
か
ら
漏
れ
る
雨
水
受
け
を

作
っ
て
あ
り
ま
す
。
漏
水
は
バ
ケ
ツ

い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
。
正
面
玄

関
に
は
目
張
り
を
し
て
雨
水
の
浸
入

を
防
い
で
い
ま
す
。
左
側
の
写
真
は

二
十
三
号
の
時
の
も
の
で
す
。
北
の

面
し
た
窓
に
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
を
張
っ

て
、
雨
が
吹
き
つ
け
な
い
よ
う
に
工

夫
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
雨
が
浸
入

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
現
在
の
本
堂
は
大
正
二
年
建
て
ら

れ
、
昭
和
五
十
五
年
に
大
改
修
を
し

て
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ
に
し
ま
し
た
。
古

い
建
物
な
の
で
木
材
が
変
形
し
て
お

り
サ
ッ
シ
と
の
間
に
隙
間
が
で
き
ま

す
。
そ
こ
で
シ
ー
リ
ン
グ
材
で
水
漏

防
止
処
理
を
し
て
い
ま
す
が
水
漏
れ

が
止
ま
り
ま
せ
ん
。
何
度
も
修
理
し

て
い
ま
す
が
、
い
ま
だ
に
解
決
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。
洪
水
で
家
が
水
に
つ

か
っ
て
し
ま
っ
た
方
々
の
こ
と
を
考

え
る
と
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
の
で

す
が
、
北
か
ら
の
暴
風
雨
に
な
る
と

憂
鬱
に
な
り
ま
す
。
　
　
（
住
職
）
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お
十
夜
（
じ
ゅ
う
や
）
の
話

住
　
職
　
法
　
話

　
お
十
夜
は
阿
弥
陀
佛
へ
の
報
恩
感

謝
の
た
め
の
法
要
で
す
。
こ
こ
で
は

阿
弥
陀
佛
に
ど
ん
な
恩
が
あ
る
の
か

を
お
話
し
ま
し
ょ
う
。

二
つ
の
悟
り
の
道

　
お
釈
迦
様
は
私
達
に
二
つ
の
悟
り

の
道
を
お
示
し
に
な
り
ま
し
た
。
第

一
は
自
ら
の
力
で
悟
り
を
得
る
方
法

で
す
。
お
釈
迦
様
の
弟
子
た
ち
は
お

釈
迦
様
か
ら
直
接
に
説
法
を
聞
き
、

戒
律
の
沿
っ
た
正
し
い
生
活
を
し
、

心
の
平
静
す
な
わ
ち
悟
り
に
達
す
る

こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
お
釈
迦
様
が

亡
く
な
っ
た
後
も
、
お
釈
迦
様
の
時

代
と
同
じ
よ
う
に
、
家
族
を
捨
て
て

出
家
し
、
戒
律
に
沿
っ
た
正
し
い
生

活
を
営
み
、
お
釈
迦
様
の
説
法
を
読

み
理
解
し
、
心
の
平
静
つ
ま
り
悟
り

を
得
る
よ
う
に
努
力
す
る
こ
と
が
悟

り
を
得
る
道
で
し
た
。
し
か
し
お
釈

迦
様
の
時
代
か
ら
遠
ざ
か
る
（
末
法

の
世
）
に
し
た
が
っ
て
悟
り
を
得
る

こ
と
は
だ
ん
だ
ん
困
難
に
な
り
ま
し

た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
応
し
て
お

釈
迦
様
は
も
う
一
つ
の
お
話
を
残
さ

れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
阿
弥
陀
様
の
お

力
（
本
願
力
）
に
よ
る
悟
り
（
心
の

平
静
）
な
の
で
す
。
阿
弥
陀
仏
は
悟

り
を
得
る
た
め
に
四
十
八
の
誓
願

（
お
誓
い
）
を
建
て
、
そ
の
お
誓
い

を
成
し
と
げ
る
た
め
に
修
行
に
励
み

ま
し
た
。
そ
し
て
、
全
て
の
願
を
達

成
し
遠
い
昔
に
阿
弥
陀
佛
と
な
ら
れ

ま
し
た
。
こ
の
佛
と
な
る
前
の
誓
願

は
「
本
願
」
と
呼
ば
れ
、
そ
の
「
は

た
ら
き
」
は
今
現
在
も
私
た
ち
に
降

り
注
い
で
い
ま
す
。
そ
の
十
八
番
目

の
本
願
は
「
一
切
の
人
々
が
、
誠
の

心
を
も
っ
て
信
じ
願
っ
て
、
私
の
国

で
あ
る
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と

欲
し
て
、
わ
ず
か
十
回
で
も
私
の
名

を
呼
ん
だ
な
ら
ば
、
必
ず
極
楽
浄
土

に
往
生
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に

し
よ
う
」
と
い
う
も
の
で
す
。
極
楽

浄
土
に
往
生
で
き
る
と
い
う
こ
と
は

こ
の
世
で
の
安
心
を
生
み
出
し
ま

す
。
私
達
は
阿
弥
陀
様
に
救
わ
れ
る

と
信
じ
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
何
の
心

配
も
な
く
な
り
、
心
の
平
静
を
実
現

で
き
る
の
で
す
。
こ
れ
が
第
二
の
悟

り
の
道
な
の
で
す
。

現
世
に
お
い
て
修
す
べ
き
こ
と

　
無
量
寿
経
の
後
段
に
は
次
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
こ
の
五
悪
に
満
ち
る
世
間
に
お
い

て
も
、
正
し
い
心
を
お
こ
し
、
行
い

を
つ
つ
し
ん
で
生
活
し
、
功
徳
の
本

た
る
六
波
羅
蜜
の
行
や
五
善
を
修
す

る
正
し
い
心
を
も
っ
て
、
一
日
一
夜

の
八
斎
戒
を
た
も
つ
な
ら
ば
、
そ
の

功
徳
は
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
に
お
い
て

百
年
の
間
、
善
根
を
積
ん
だ
よ
り
す

ぐ
れ
た
功
徳
が
あ
り
、
さ
ら
に
十
日

十
夜
の
あ
い
だ
善
根
を
積
む
な
ら

ば
、
そ
の
功
徳
は
他
方
の
仏
国
に
お

い
て
千
年
の
間
修
し
た
善
根
よ
り
も

す
ぐ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

仏
の
教
化
を
う
け
た
国
や
村
は
平
和

に
な
っ
て
、
日
も
月
も
清
く
輝
き
、

風
雨
も
時
に
か
な
っ
て
程
よ
く
、
災

害
や
疫
病
は
お
こ
ら
ず
、
国
は
富

み
、
民
は
豊
か
に
な
っ
て
、
兵
器
を

用
い
る
こ
と
な
く
、
人
び
と
は
徳
を

あ
が
め
、
仁
を
尊
ん
で
礼
節
や
謙
譲

の
道
を
守
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ

る
。
」

　
し
か
し
、
誰
が
正
し
い
心
を
お
こ

し
、
行
い
を
つ
つ
し
ん
で
生
活
し
、

六
波
羅
蜜
の
行
や
八
斎
戒
を
た
も
つ

こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う
か
。

だ
か
ら
十
日
十
夜
の
善
行

　
法
然
上
人
が
お
っ
し
ゃ
る
に
は
、

念
仏
一
行
に
全
て
の
行
が
含
ま
れ
ま

す
。
だ
か
ら
、
阿
弥
陀
様
へ
の
報
恩

感
謝
を
込
め
て
十
日
十
夜
の
念
仏
会

を
行
う
の
で
す
。
（
合
掌
、
住
職
）
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耳
四
郎
の
改
心

法
然
上
人
の
お
こ
と
ば

「
阿
弥
陀
仏
を
信
じ
て
念
仏
す
る
人

に
は
、
あ
ら
ゆ
る
仏
・
菩
薩
が
ご
加

護
を
く
だ
さ
り
、
い
ろ
い
ろ
の
悩
み

を
お
こ
す
悪
い
鬼
神
を
除
き
は
ら
っ

て
く
だ
さ
い
ま
す
」

（
『
浄
土
宗
略
抄
』
よ
り
）

　
　
　
　
　

　
鎌
倉
時
代
の
河
内
の
国
に
、
天
草

の
耳
四
郎
と
い
う
男
が
い
ま
し
た
。

盗
み
癖
の
は
げ
し
い
男
で
、
京
に
出

て
盗
人
と
し
て
生
計
を
た
て
、
悪
評

に
の
ぼ
っ
て
い
ま
し
た
。

　
あ
る
日
、
忍
び
込
ん
だ
屋
敷
の
床

下
に
い
た
と
き
、
床
の
上
で
は
、
法

然
上
人
を
呼
ん
で
の
お
説
教
が
始
ま

ろ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
彼
は
出
る

に
出
ら
れ
な
く
な
り
、
床
下
で
じ
っ

と
し
て
お
り
ま
し
た
。

　
お
説
教
は
、
ど
ん
な
悪
業
を
か
さ

ね
た
人
で
も
、
そ
の
ま
ま
で
は
地
獄

に
落
ち
る
よ
う
な
人
で
あ
っ
て
も
、

仏
は
い
つ
で
も
見
守
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
救
い
の
手
を
さ
し
の
べ
て
い

る
、
と
い
う
話
で
し
た
。

　
耳
四
郎
は
い
た
く
感
動
し
、
思
わ

ず
床
下
か
ら
は
い
出
て
、
上
人
の
前

に
ひ
れ
伏
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま

わ
り
の
人
は
、
さ
ぞ
驚
い
た
こ
と
で

し
ょ
う
。
彼
は
、

「
私
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
盗

み
が
や
め
ら
れ
ず
、
こ
ん

な
姿
に
な
っ
た
。
こ
ん
な

私
で
も
仏
は
救
っ
て
く
だ

さ
る
の
か
」

と
た
ず
ね
ま
し
た
。

「
そ
う
、
仏
の
救
い
の
あ

る
こ
と
を
、
い
つ
も
忘
れ

ず
思
い
な
さ
い
。
」

　
耳
四
郎
は
、
自
分
の
よ

う
な
者
を
い
と
お
し
む
仏

の
あ
る
こ
と
を
忘
れ
ま
い

と
、
心
に
誓
っ
た
の
で
し

た
。

　
　
　
　

　

　
し
か
し
、
習
慣
と
は
お
そ
ろ
し
い

も
の
で
す
。
彼
の
盗
み
は
お
さ
ま
る

ど
こ
ろ
か
、
ま
す
ま
す
激
し
く
な
っ

て
い
き
ま
し
た
。
京
の
町
で
は
、
か

の
法
然
上
人
ま
で
悪
く
言
わ
れ
る
始

末
で
し
た
。
仏
を
信
じ
さ
え
す
れ

ば
、
ど
ん
な
悪
業
を
し
て
も
よ
い
の

か
、
と
ん
で
も
な
い
教
え
で
あ
る

と
。
あ
る
信
者
は
耳
四
郎
が
憎
く
て

た
ま
ら
ず
、
殺
し
て
し
ま
う
た
め
に

誘
い
出
し
ま
し
た
。

　
そ
の
信
者
は
、
耳
四
郎
に
酒
を
飲

ま
せ
ま
し
た
。
そ
し
て
抵
抗
で
き
な

く
な
っ
た
耳
四
郎
の
目
の
前
で
、
隠

し
て
お
い
た
刀
を
ふ
り
あ
げ
ま
し

た
。
そ
の
と
き
で
す
。

　
彼
の
目
に
う
つ
っ
た
の
は
、
酔
い

つ
ぶ
れ
た
耳
四
郎
で
は
な
く
、
黄
金

色
に
か
が
や
く
仏
で
あ
っ
た
と
い
う

の
で
す
。
殺
そ
う
と
し
て
い
た
彼

は
、
思
わ
ず
刀
を
落
と
し
ま
し
た
。

　
我
に
返
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
耳

四
郎
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
祈
っ
て

い
る
姿
で
し
た
。
耳
四
郎
は
涙
を
流

し
、
つ
ぶ
や
い
て
い
ま
し
た
。

「
お
前
が
お
れ
を
憎
む
の
も
当
然

だ
。
お
れ
が
悪
か
っ
た
…
お
れ
は
自

分
の
行
い
が
罪
だ
と
知
っ
て
、
そ
れ

で
も
救
い
の
手
を
さ
し
の
べ
て
く
れ

る
仏
に
一
心
に
祈
っ
て
い
た
…
け
れ

ど
も
生
来
身
に
つ
い
た
悪
い
癖
は
、

ど
う
に
も
な
お
せ
な
い
の
だ
。
ど
う

し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
…
お
れ
は
、

こ
の
仏
に
た
よ
る
し
か
な
い
の
だ
。

南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏

…
」

　
　
　
　

　

　
彼
は
け
っ
し
て
、
開
き
直
っ
て
盗

み
を
続
け
て
い
る
の
で
は
、
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
自
ら
の
性
癖
を
な
げ

き
な
げ
き
、
そ
れ
で
も
い
つ
の
ま
に

か
、
忘
れ
て
悪
行
を
犯
し
て
い
る
。

お
さ
え
よ
う
と
し
て
も
、
煩
悩
は
と

ど
め
よ
う
も
な
く
あ
ふ
れ
て
く
る
の

で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
罪
深
さ
の
実

感
の
奥
底
か
ら
、
仏
に
救
い
を
も
と

め
て
い
た
の
で
す
。

　
彼
は
晩
年
に
い
た
っ
て
、
つ
い
に

盗
み
を
や
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
し
か
し
生
計
の
た
め
の
盗
み
で

し
た
か
ら
、
衣
食
に
窮
し
た
耳
四
郎

は
、
京
を
去
り
、
ひ
っ
そ
り
暮
ら
し

た
と
い
う
こ
と
で
す
。

（
副
住
職
）

（
土
屋
師
『
人
生
の
真
意
義
』
参
考
）
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お
寺
と
の
付
き
合
い
⑧

　
編
　
集
　
後
　
記

　
今
回
は
「
お
十
夜
」
の
供
養
に
つ

い
て
お
話
し
し
ま
し
ょ
う
。

十
夜
法
要
浄
財
袋

　
寺
の
年
中
行
事
に
は
初
念
仏
、
彼

岸
、
お
盆
、
施
餓
鬼
な
ど
が
あ
り
ま

す
が
、
「
お
十
夜
」
は
特
別
な
法
要

で
す
。
な
ぜ
特
別
か
と
い
う
と
こ
の

法
要
は
阿
弥
陀
様
へ
の
感
謝
の
た
め

だ
け
で
は
な
く
、
秋
の
収
穫
祭
の
意

味
が
あ
る
か
ら
で
す
。
行
徳
地
域
は

半
世
紀
前
ま
で
半
農
半
漁
の
農
村
で

し
た
か
ら
、
秋
に
は
色
々
な
農
作
物

の
収
穫
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
一
年
の

労
働
の
成
果
を
喜
び
、
恵
み
を
与
え

て
く
れ
た
自
然
に
、
御
守
り
い
た
だ

い
た
先
祖
代
々
の
霊
に
、
ま
た
仏
様

に
感
謝
を
す
る
た
め
に
、
採
れ
た
農

作
物
を
お
供
え
し
て
法
要
を
行
っ
た

も
の
で
す
。
つ
ま
り
、
阿
弥
陀
様
へ

の
感
謝
の
法
要
に
あ
わ
せ
て
自
然
の

恵
み
に
感
謝
し
、
そ
し
て
お
塔
婆
を

あ
げ
先
祖
や
先
亡
諸
霊
の
供
養
を

行
っ
た
の
で
す
。

　
私
の
記
憶
に
よ
れ
ば
昭
和
四
十
年

代
ま
で
は
、
十
夜
法
要
の
檀
信
徒
の

皆
様
か
ら
の
本
尊
へ
の
お
供
物
は

「
新
米
」
で
し
た
。
一
升
入
る
紙
袋

が
配
ら
れ
、
そ
こ
に
新
米
を
入
れ
て

本
尊
に
お
供
え
し
た
も
の
で
す
。
農

業
を
し
て
い
な
い
檀
信
徒
の
方
は
お

米
の
代
わ
り
に
お
金
を
「
十
夜
法
要

浄
財
袋
」
に
入
れ
て
お
布
施
と
し
ま

し
た
。
こ
の
習
慣
が
残
っ
て
い
る
の

で
、
今
で
も
お
十
夜
の
時
だ
け
「
十

夜
法
要
浄
財
袋
」
を
お
配
り
し
て
い

る
わ
け
で
す
。

十
夜
法
要
と
は

ぎ
ょ
う
ど
う

　
十
夜
法
要
の
特
徴
は
行
道
が
行
わ

ら
い
さ
ん

れ
る
こ
と
で
す
。
行
道
は
礼
賛
と
い

う
阿
弥
陀
様
や
そ
の
他
の
仏
様
を
賛

し
ょ
う
み
ょ
う

美
す
る
声
明
を
唱
え
な
が
ら
、
本
尊

の
周
り
を
右
回
り
に
回
る
作
法
で

さ
ん
か

す
。
散
華
（
花
び
ら
を
ま
き
ま
す
）

は
い
つ
も
行
わ
れ
ま
す
が
、
行
道
は

お
十
夜
だ
け
で
す
。
こ
れ
は
阿
弥
陀

様
を
讃
え
る
た
め
に
特
別
に
行
わ
れ

る
の
で
す
。

　
法
要
が
終
わ
る
と
寺
か
ら
皆
様
方

へ
の
お
供
物
が
配
ら
れ
ま
す
。
め
で

た
い
法
要
で
す
か
ら
お
赤
飯
を
お
配

り
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。
お

茶
を
飲
ん
で
い
る
間
に
お
塔
婆
が
本

堂
の
周
り
に
並
べ
ら
れ
ま
す
の
で
、

お
塔
婆
を
探
し
出
し
お
墓
に
お
建
て

に
な
っ
て
下
さ
い
。

お
塔
婆
の
申
込
み
と
お
布
施

　
お
塔
婆
の
申
込
み
は
遅
く
と
も
十

一
月
十
日
ま
で
に
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
遠
方
の
方
に
は
「
出
欠
の
は

が
き
」
を
同
封
し
て
あ
り
ま
す
。
こ

の
は
が
き
で
出
欠
・
塔
婆
等
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
下
さ
い
。
近
隣
の
方
々

に
は
「
出
欠
は
が
き
」
は
入
れ
て
あ

り
ま
せ
ん
。
塔
婆
の
お
申
込
み
は
お

電
話
で
結
構
で
す
。
「
十
夜
法
要
浄

財
袋
」
を
同
封
し
ま
し
た
。
お
十
夜

の
お
布
施
と
塔
婆
代
は
こ
の
袋
に
入

れ
て
お
持
ち
下
さ
い
。

　
お
塔
婆
は
一
基
四
千
円
で
す
。
こ

れ
と
は
別
に
お
十
夜
供
養
の
た
め
の

お
布
施
（
ご
回
向
料
）
を
包
ん
で
下

さ
い
。
金
額
は
お
気
持
ち
次
第
で
す

が
平
均
五
千
円
程
度
で
す
（
住
職
）

浄
土
宗
の
「
お
十
夜
」
は
、
鎌
倉
に
あ

る
浄
土
宗
寺
院
の
大
本
山
の
ひ
と
つ
光

明
寺
の
観
誉
祐
崇
（
か
ん
よ
ゆ
う
そ

う
）
上
人
が
、
一
四
九
五
（
明
応
四
）

年
一
○
月
に
行
っ
た
の
が
始
ま
り
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
時
の
天
皇
、
後
土
御
門

天
皇
は
戦
国
時
代
の
戦
乱
の
中
で
苦
し

む
民
衆
の
悲
惨
な
生
活
に
心
を
病
み
、

仏
の
救
い
を
求
め
ま
し
た
。
名
僧
の
誉

れ
高
い
佑
崇
上
人
は
、
戦
乱
の
世
を
救

う
方
法
と
し
て
『
無
量
寿
経
（
む
り
ょ

う
じ
ゅ
き
ょ
う
）
』
の
教
え
に
あ
る

「
十
日
十
夜
、
善
を
積
む
こ
と
に
よ
る

功
徳
」
な
ど
浄
土
の
教
え
を
説
き
十
夜

法
要
を
行
い
ま
し
た
。
以
来
五
〇
〇

年
、
光
明
寺
の
十
夜
法
要
は
毎
年
十
月

中
旬
ご
ろ
に
盛
大
に
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
副
住
職
と
私
も
、
も
う
五
年
ほ
ど

前
に
な
り
ま
す
が
、
光
明
寺
の
お
十
夜

に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
き
れ
い

に
着
飾
っ
た
お
稚
児
た
ち
の
舞
な
ど
華

や
か
な
法
要
で
、
自
坊
と
ま
た
一
味
違

い
印
象
的
で
し
た
。

（
副
住
職
室
　
久
美
英
）


