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●
人
手
不
足

今
、
わ
が
国
は
人
手
不
足
の
問
題
で
深
刻
な
苦

し
み
を
な
め
て
い
ま
す
。
大
企
業
に
な
る
と
地
方

に
出
張
所
を
設
け
て
人
集
め
に
専
念
さ
せ
、
一
方

で
は
田
舎
に
工
場
を
建
て
て
、
そ
の
周
辺
の
人
々

が
自
宅
か
ら
通
勤
で
き
る
よ
う
に
仕
向
け
、
そ
の

他
、
福
祉
厚
生
の
施
設
に
金
を
か
け
て
労
働
者
を

確
保
し
、
人
手
不
足
難
の
克
服
に
躍
起
と
な
っ
て

い
ま
す
。
中
小
企
業
の
経
営
者
も
い
ろ
い
ろ
の
手

段
を
講
じ
て
労
働
力
の
維
持
に
一
生
懸
命
で
す
。

し
か
し
、
生
産
力
と
高
賃
金
が
つ
り
あ
っ
て
い
る

時
期
は
、
金
の
か
か
る
労
働
力
の
食
い
止
め
策
も

可
能
で
し
ょ
う
が
、
こ
れ
と
て
限
界
の
あ
る
こ
と

で
、
人
件
費
が
生
産
力
を
上
回
っ
た
ら
倒
産
よ
り

道
が
な
く
、
現
在
、
そ
の
兆
し
が
出
だ
し
た
の
で

き
ざ

憂
慮
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
労
働
者
側
も
チ
ヤ
ホ

ヤ
さ
れ
る
の
に
調
子
づ
い
て
、
骨
の
折
れ
る
職
場

は
イ
ヤ
だ
と
か
、
レ
ジ
ャ
ー
の
時
間
が
ほ
し
い
と

労
働
時
間
の
短
縮
を
せ
っ
つ
い
た
り
、
設
備
が
整

い
、
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
て
い
る
た
め
、
仕
事
が
単

調
で
、
そ
れ
を
離
職
の
理
由
に
す
る
も
の
も
か

な
り
あ
っ
て
、
人
手
不
足
の
波
に
の
っ
た
気
の

ユ
ル
ミ
が
出
て
い
る
と
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。

で
す
か
ら
今
後
、
さ
ら
に
人
手
不
足
が
深
刻

に
な
る
と
、
経
営
を
続
け
ら
れ
な
い
経
営
者
が

増
え
る
一
方
だ
そ
う
で
す
。
現
在
は
倒
産
企
業

の
う
ち
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
が
労
務
倒
産
だ
そ
う
で

す
が
、
こ
の
先
五
十
年
に
は
倒
産
の
半
数
は
、

労
務
倒
産
だ
ろ
う
と
予
測
し
て
い
る
人
も
い
ま

す
。
ま
っ
た
く
人
手
不
足
の
問
題
は
深
刻
な
社

会
問
題
で
す
。

ご
信
心
の
方
に
も
、
こ
の
人
手
不
足
問
題
が
、

い
ろ
い
ろ
と
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
だ
れ
で
も

気
の
つ
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

「
蔵
の
財
よ
り
身
の
た
か
ら
、
身
の
た
か
ら
よ

り
心
の
宝
、
第
一
也
」

と
は
日
蓮
聖
人
の
お
言
葉
で
す
が
、
信
者
も
人

手
不
足
か
ら
生
ず
る
高
賃
金
に
目
が
く
ら
ん
で
、

お
金
に
な
る
こ
と
、
目
前
の
一
時
の
楽
し
み
に

魅
力
を
感
じ
て
、
身
の
タ
カ
ラ
、
す
な
わ
ち
学

問
や
技
術
を
身
に
つ
け
る
大
事
を
忘
れ
た
り
、

頭
脳
を
き
た
え
る
努
力
を
嫌
う
傾
向
が
見
え
は

じ
め
た
の
は
残
念
な
こ
と
で
す
。

そ
ん
な
こ
と
で
は
信
心
の
徳
を
積
ん
だ
り
心

を
豊
か
に
す
る
人
間
の
特
色
を
生
か
す
道
に

は
進
め
ず
、
も
の
の
見
方
、
考
え
方
一
つ
で

徳
不
徳
が
わ
か
れ
る
道
理
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
幸
せ
な
人
生
が
送
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

心
も
と
な
い
し
だ
い
で
す
。

信
心
を
あ
と
へ
ま
は
し
て
銭
も
う
け

し
た
と
お
も
た
ら
又
損
を
し
た

と
の
御
教
歌
の
み
心
を
、
よ
く
く
み
取
ら
ね

ば
ウ
ソ
で
す
。

ま
た
一
方
、
日
常
の
ご
奉
公
で
も
、
人
手

不
足
時
代
を
認
識
し
て
善
処
し
な
け
れ
ば
う

ま
く
い
く
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。
と
い
っ
て

信
心
が
消
極
的
に
な
っ
て
も
困
り
ま
す
か
ら
、

骨
の
折
れ
る
と
き
ほ
ど
好
機
だ
と
心
得
、
上

手
に
時
間
の
余
裕
を
つ
く
っ
て
、
ご
奉
公
の

あ
り
が
た
さ
を
体
得
せ
ね
ば
信
者
と
は
申
せ

ま
せ
ん
。
事
実
、
一
人
の
改
良
は
万
人
の
改

良
で
、
こ
う
い
う
と
き
こ
そ
、
ご
奉
公
を
重

点
的
に
行
な
い
、
先
頭
に
立
つ
人
が
起
死
回

生
の
成
果
を
あ
げ
、
ま
た
今
こ
そ
「
ご
奉
公

が
い
」
の
あ
る
と
き
と
積
極
的
に
進
む
人
が

時
機
相
応
の
信
心
ぶ
り
と
い
う
も
の
で
す
。
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五
月
の
ご
奉
公
の
す
ゝ
め

◎
「高
祖
日
蓮
大
士
七
五
〇
回
御
遠
諱
」

ご

お
ん

き

報
恩
ご
奉
公

第
一
年
度
き
り
か
え
の
年

一
、
日
歓
上
人
祥
月
ご
命
日

五
月
三
十
日
は
乗
泉
寺
中
興
開
基
・佛
立
第
八

世
講
有
日
歓
上
人
の
祥
月
ご
命
日
で
す
。

日
歓
上
人
門
下
の
私
ど
も
教
講
は
、
上
人
の
並

々
な
ら
な
い
ご
苦
労
と
ご
信
心
前
を
お
偲
び
し
て
、

報
恩
ご
奉
公
に
今
こ
そ
邁
進
さ
せ
て
い
た
だ
だ
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

日
歓
上
人
が
麻
布
・乗
泉
寺
の
御
住
職
と
し
て
ご

就
任
な
さ
れ
た
の
は
、
明
治
三
十
四
年
十
二
月
下

旬
、
御
年
三
十
三
歳
の
時
で
し
た
。

当
時
の
お
寺
は
、
雨
漏
り
が
ひ
ど
い
た
め
、本
堂

も
庫
裡
の
畳
も
ボ
ロ
ボ
ロ
で
、
御
宝
前
は
荒
れ
放

題
で
、
ま
た
、
御
尊
像
も
色
が
は
げ
落
ち
て
見
る

も
無
惨
な
状
態
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
、
日
歓
上
人
は
三
時

に
起
床
さ
れ
て
四
時
に
開
門
、
七
時
ま
で
お
看
経

を
お
あ
げ
に
な
ら
れ
寒
参
詣
を
開
始
さ
れ
た
の
で

す
。
そ
の
ご
奉
公
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
お
寺
参
詣
す

る
人
が
い
な
か
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
ご
信
者
の
お

参
り
が
始
ま
り
、
お
教
化
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
、

乗
泉
寺
の
ご
弘
通
が
伸
び
て
い
っ
た
の
で
す
。

日
歓
上
人
は
「
ご
弘
通
の
思
い
を
も
っ
て
お
看
経

に
励
み
、
御
教
え
ど
お
り
に
素
直
な
ご
信
心
を
貫

か
せ
て
い
た
だ
こ
う
」
と
固
い
決
意
さ
れ
、
御
住
職

就
任
以
来
二
十
年
、
大
正
十
三
年
に
は
信
徒
五
千

戸
に
達
し
た
の
で
す
。

ま
た
、
お
助
行
で
は
現
証
の
ご
利
益
が
頂
戴
で

き
る
ま
で
、
詰
め
助
行
を
な
さ
り
「
ご
利
益
を
い

た
だ
い
た
ら
、
そ
こ
か
ら
喜
び
で
お
教
化
を
す
る
こ

と
」
「
ご
弘
通
と
は
御
法
で
人
を
助
け
る
こ
と
で

あ
る
」
と
ご
信
者
に
ご
教
導
さ
れ
た
の
で
す
。

乗
泉
寺
門
末
で
は
、
「
五
月
は
教
化
」
と
い
う

合
言
葉
の
も
と
お
教
化
に
力
を
入
れ
る
月
で
す
。

常
照
寺
の
ご
信
者
も
、
一
人
ひ
と
り
が
日
歓
上

人
の
ご
苦
労
を
お
偲
び
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
報
恩
ご

奉
公
に
気
張
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
！

御
教
歌

う
れ
し
さ
を

忘
れ
ぬ
人
ぞ

世
の
中
の

人
に
す
ゝ
め
て

法
を
弘
む
る

二
、
前
期
ご
奉
公
締
切
月
・正
宗
徒
各
教
区
増
加

令
和
十
三
年
に
お
迎
え
す
る
「
高
祖
日
蓮
大
士

七
五
〇
年
御
遠
忌
」
の
報
恩
ご
奉
公
が
、
昨
年
の

十
二
月
一
日
よ
り
す
で
に
始
ま
っ
て
ま
す
。

具
体
的
な
報
恩
ご
奉
公
の
誓
願
数
値
は
第
二
年

度
目
の
時
期
総
局
に
委
ね
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

今
現
在
の
私
た
ち
が
な
す
べ
き
こ
と
は
「
ま
こ
と
の

お
弟
子
信
者
を
ふ
や
そ
う
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
の

も
と
、
菩
薩
行
の
実
践
に
勤
め
る
こ
と
で
す
。

高
齢
少
子
化
の
波
は
止
め
ら
れ
な
い
状
況
に
あ

り
ま
す
が
、
今
こ
そ
が
、
私
た
ち
教
講
の
正
念
場

と
受
け
取
り
、
常
照
寺
の
ご
信
者
一
人
ひ
と
り
が
、

ご
弘
通
ご
奉
公
の
大
切
さ
を
真
剣
に
考
え
、
一
人

で
も
多
く
の
方
に
お
声
を
お
か
け
し
て
、
お
教
化
の

ご
奉
公
を
成
就
さ
せ
、
ま
た
各
教
区
正
宗
徒
一
戸

の
増
加
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
前
期
ご
奉
公
の
締

め
切
り
月
に
ふ
さ
わ
し
い
有
終
の
美
を
飾
り
ま
し
ょ

う
。

ま
た
、
本
年
度
総
祈
願
の
項
目
に
『
次
世
代

信
徒
育
成
の
年
』
と
謳
わ
れ
て
い
ま
す
よ
う
、
各

教
区
後
続
者
の
育
成
に
も
尽
力
さ
せ
て
い
た
だ
か

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

御
教
歌

奥
深
く

わ
く
る
達
者
も

足
弱
の

た
め
に
は
戻
れ

法
の
山
口

三
、
ご
奉
公
成
就
の
た
め
朝
参
詣
精
励

何
ご
と
に
於
い
て
も
物
ご
と
を
成
し
遂
げ
る
に

は
、
努
力
精
進
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
す
。

私
た
ち
の
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
佛
立
の
ご

信
心
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
、
お
教
化
成
就
の
お
計

ら
い
を
い
た
だ
く
た
め
、
ま
た
、
自
分
や
家
族
の

ご
利
益
を
い
た
だ
く
た
め
に
も
、
ま
ず
は
「
朝
参

詣
」
に
気
張
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
！

ご
承
知
の
通
り
、
本
年
か
ら
「
事
務
局
新
体

制
」
の
も
と
各
部
署
で
ご
奉
公
が
展
開
さ
れ
て
お

り
ま
す
。
役
務
を
拝
受
さ
れ
て
い
る
幹
部
さ
ん
が

率
先
し
て
朝
参
詣
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
大

切
で
す
。

朝
参
詣
を
実
践
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
ご
奉
公

成
就
と
お
教
化
成
就
の
祈
願
参
詣
に
励
む
中
、

お
の
ず
と
自
分
自
身
の
お
願
い
も
必
ず
叶
え
て
い

た
だ
け
ま
す
。

ご
信
者
一
人
ひ
と
り
が
ご
利
益
を
い
た
だ
き
、

人
さ
ま
に
、
自
分
の
い
た
だ
い
た
ご
利
益
を
語
り

伝
え
る
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
で
す
！

御
教
歌

朝
起
は

な
る
程
妙
な

徳
が
あ
る

し
て
見
ぬ
人
は

こ
れ
も
わ
か
ら
ず
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◎
日
歓
上
人
を
お
偲
び
し
て

日
歓
上
人
は
明
治
二
年
五
月
二
日
、京
都
で
ご

誕
生
に
な
り
ま
し
た
。お
家
は
京
都
御
所
の
御
用
を

い
え

承

る
「
赤
銅
屋
」
と
い
う
大
き
な
屋
根
瓦
商
で
、

う
け
た
ま
わ

あ
か
が
ね

や

や
ね
が
わ
ら
し
よ
う

現
在
の
京
都
御
所
の
今
出
川
御
門
内
に
あ
り
ま
し

た
。明

治
維
新
に
、徳
川
幕
府
の
大
政
奉
還
で
、皇
居

が
東
京
へ
遷
る
こ
と
に
伴
っ
て
、日
歓
上
人
の
ご
一

う
つ

家
も
東
京
赤
坂
表
町
へ
移
ら
れ
ま
し
た
。

お
も
て
ま
ち

明
治
二
十
六
年
二
月
、田
中
弥
惣
吉
氏
、後
の
日

歓
上
人
は
御
年
二
十
四
歳
の
時
、森
下
ト
ミ
さ
ん
の

す
ゝ
め
で
佛
立
講
に
入
信
し
、武
田
松
之
助
さ
ん
に

よ
っ
て
御
本
尊
を
奉
安
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。佛
立

講
の
東
京
ご
弘
通
も
、日
歓
上
人
が
お
教
化
に
な
ら

れ
た
頃
が
始
ま
り
で
あ
り
ま
し
た
。

入
信
さ
れ
て
か
ら
の
日
歓
上
人
は
、武
田
松
之
助

さ
ん
か
ら
お
教
化
の
大
切
な
こ
と
を
教
わ
っ
て
、入

信
早
々
か
ら
、の
ち
の
第
九
世
講
有
日
声
上
人
と
な

く

る
亀
井
信
一
郎
氏
と
共
に
、ご
弘
通
に
挺
身
さ
れ
ま

て
い
し
ん

し
た
。明
治
二
十
六
年
二
月
ご
入
信
の
そ
の
年
に
、

日
歓
上
人
は
お
教
化
を
二
十
数
戸
成
就
さ
れ
て
お

い
で
に
な
り
ま
す
。

日
教
上
人
を
御
導
師
に
い
た
だ
い
て
、当
時
の
教

講
は
こ
う
し
た
破
竹
の
勢
い
で
の
ご
奉
公
が
実
っ
て
、

そ
の
年
つ
ま
り
明
治
二
十
六
年
八
月
、麻
布
霞
町

か
す
み
ち
よ
う

に
親
会
場
が
認
可
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

翌
年
、明
治
二
十
七
年
六
月
十
日
、こ
の
霞
町

か
す
み
ち
よ
う

親
会
場
で
初
め
て
開
導
聖
人
の
御
正
当
会
が
奉
修

さ
れ
ま
し
た
。そ
の
時
の
御
正
当
会
を
お
勤
め
に
な

ら
れ
た
日
教
上
人
の
立
派
な
お
姿
に
随
喜
感
服
さ

れ
た
日
歓
上
人
は
す
ぐ
得
度
の
決
心
を
な
さ
り
、そ

の
ま
ゝ
日
教
上
人
の
お
伴
を
し
て
京
都
本
山
へ
上
が

り
、第
二
世
日
聞
上
人
の
ご
剃
髪
で
得
度
、「
清
歓
」

と
僧
名
を
い
た
だ
か
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
て
日
歓
上
人
が
、日
教
上
人
の
最
初
の
お

弟
子
に
な
ら
れ
た
の
は
、明
治
二
十
七
年
七
月
一
日

で
、入
信
後
僅
か
一
年
半
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
後
、日
歓
上
人
は
、お
師
匠
さ
ま
の
日
教
上

人
に
随
っ
て
大
津
佛
立
寺
で
半
年
間
ご
修
行
な
さ

し
た
が

り
、翌
明
治
二
十
八
年
、日
教
上
人
が
本
格
的
に
ご

弘
通
さ
れ
る
為
、東
京
へ
お
帰
り
に
な
る
お
供
を
し

て
上
京
、東
京
の
ご
弘
通
に
教
務
と
し
て
精
励
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

東
京
の
ご
弘
通
は
、霞
町
親
会
場
を
拠
点
と
し
て

ど
ん
ど
ん
発
展
し
、翌
年
明
治
二
十
九
年
に
は
開
導

聖
人
の
御
七
回
忌
に
霞
町
親
会
場
の
開
筵
式
が
行

わ
れ
ま
し
た
。そ
れ
か
ら
五
年
で
清
雄
寺
・光
隆
寺
・

乗
泉
寺
等
が
当
宗
の
お
寺
に
な
り
ま
し
た
。即
ち
明

治
三
十
二
年
、日
教
上
人
が
清
雄
寺
ご
住
職
に
、光

隆
寺
は
日
声
上
人
が
ご
住
職
に
な
ら
れ
ま
し
た
。そ

の
後
、明
治
三
十
四
年
十
二
月
下
旬
、日
歓
上
人
が

乗
泉
寺
ご
住
職
に
ご
就
任
、御
年
三
十
三
歳
の
時

で
あ
り
ま
し
た
。

当
時
の
乗
泉
寺
は
荒
廃
の
極
で
、お
寺
は
無
住

こ

う

は

い

き
わ
み

で
留
守
番
だ
け
、建
物
は
雨
も
り
が
ひ
ど
く
て
畳
は

ぼ
ろ
ぼ
ろ
、見
る
か
げ
も
な
い
状
態
で
し
た
。

日
歓
上
人
は
乗
泉
寺
へ
お
入
り
に
な
ら
れ
た
当

時
、三
つ
の
こ
と
を
心
に
誓
わ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。

一
、私
は
日
本
国
中
誰
に
も
負
け
な
い
よ
う
に
ご
弘

通
を
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
。

一
、私
は
日
本
国
中
誰
に
も
負
け
な
い
よ
う
に
沢
山

お
看
経
を
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
。

一
、私
は
大
尊
師
の
み
教
え
通
り
信
心
で
押
し
通

さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
。

こ
う
し
て
不
撓
不
屈
の
ご
弘
通
教
化
を
成
就
さ

ふ

と
う

ふ

く
つ

れ
、十
年
後
の
明
治
四
十
四
年
の
記
録
で
は
、日
歓

上
人
の
受
持
一
組
で
一
六
四
戸
も
お
教
化
が
成

就
さ
れ
た
と
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
二
十
年
間
、口
唱
と
折
伏
で
現
証
を

顕
し
て
の
ご
弘
通
発
展
は
、や
が
て
大
正
十
二
年
、

日
晨
上
人
に
住
職
を
お
譲
り
に
な
ら
れ
る
時
に

は
、実
に
乗
泉
寺
信
徒
五
千
戸
、お
弟
子
一
五
○

名
に
の
ぼ
り
ま
し
た
。ご
弘
通
は
遠
く
北
海
道
に
ま

で
及
び
、末
寺
は
五
〇
ヶ
寺
を
数
え
ま
し
た
。

第
三
世
日
随
上
人
は
、日
歓
上
人
を
「
日
本
第

一
の
ご
弘
通
家
」
と
称
賛
さ
れ
ま
し
た
。そ
し
て
宗

門
は
佛
立
第
八
世
講
有
に
推
戴
（
す
い
た
い
）
ご
加

歴
さ
れ
ま
し
た
。更
に
当
時
、佛
立
講
の
母
体
で
あ

っ
た
法
華
宗
ま
で
も
が
、無
住
の
荒
れ
寺
か
ら
の
ご

弘
通
発
展
を
讃
え
て
、京
都
大
本
山
妙
蓮
寺
の
第

六
十
一
世
住
職
に
推
戴
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

関
東
開
教
の
基
礎
を
築
か
れ
た
日
教
上
人
、そ

の
恩
師
に
よ
く
お
仕
え
し
て
、乗
泉
寺
の
ご
弘
通
の

基
礎
を
築
か
れ
た
日
歓
上
人
、そ
の
お
跡
を
継
が

れ
て
益
々
ご
弘
通
を
隆
昌
発
展
さ
れ
た
日
晨
上

人
、こ
の
先
師
上
人
方
の
ご
信
心
、お
師
匠
仕
え
の

功
徳
で
、今
日
の
乗
泉
寺
及
び
門
末
寺
院
は
あ
る

の
で
す
。

ど
う
ぞ
、こ
の
ご
恩
を
知
っ
て
、お
互
い
の
随
喜
と

信
心
の
力
を
結
集
し
て
、異
体
同
心
の
も
と
本
年

度
の
ご
弘
通
ご
奉
公
を
円
成
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
ょ
う
！
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法城護持基金
教区名 部 義納金 御講賽銭 願主奉納金 基金 特志

37,500

1 6,600 300 250 8,000
2 12,000 630 20,000
3 600 470

3,900 350 390 10,500
9,900 1,200 600 16,500
4,200 500 680 5,000
7,800 200 380 6,500

1 8,700 250 510 17,500
2 10,500 500 810 28,000
1 2,100 100 180 5,500
2 8,100 900 900 27,500
1 2,400 50 150 7,000
2 6,000 710 31,000
1 14,100 600 740 24,000
2 2,400 150 3,000

3,900 300 260 9,000
9,900 240 2,000

2,200 270 29,000
500 90

1,800 600 180 6,000
1 2,100 210 4,500
2 600 1,000 60 2,000

2,400 200 4,500

900
900
700

120,000 11,350 9,060 304,500 0

市 外 合 同

合計

高根沢

芳賀南

結城

湯 西 川

婦人会

壮年会

今光

鹿沼

矢板

玉生

那          須

塩原

陽北

西原

松原

江曽島

石宮

壬生

諸納金月報  令和6年3月  単位 円

寺    内

他寺院

常照寺

城東

清原

ご
案
内
（
重
要
）

「
令
和
六
年
五
月
日
程

表
」
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま

す
が
、二
十
五
日
の
「
門
祖

日
隆
大
聖
人
ご
命
日
総

講
」
は
晨
朝
勤
行
時
に
併
修

さ
れ
ま
す
。

御
法
門
は
七
時
四
十
五

分
か
ら
と
な
っ
て
い
ま
す
の

で
、お
間
違
え
が
な
い
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

◎
前
橋
本
勝
寺
門
祖
会
団
参
記

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
の
日
は
と
て
も
良
い
天
気
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。桜
満
開

の
中
、令
和
六
年
四
月
十
四
日
㈰
午
前
十
時
過
ぎ
前
橋
本

勝
寺
に
到
着
し
ま
し
た
。。当
山
御
住
職
内
田
日
孝
導
師
ご

唱
導
の
も
と
、厳
粛
に
御
開
山
会
式
が
奉
修
さ
れ
ま
し
た
。

御
教
歌

日
く
る
れ
ば

空
に
み
ち
ぬ
る

そ
の
中
で

き
ら
め
く
星
の

数
は
す
な
し

こ
の
御
教
歌
は
、夜
空
に
キ
ラ
リ
と
光
る
「
星
」
を
例
え
に

「
同
じ
ご
信
者
で
あ
っ
て
も
ひ
と
き
わ
輝
く
星
の
よ
う
な
ご

信
者
に
な
り
な
さ
い
」
と
信
者
の
心
得
を
お
諭
し
下
さ
れ
た

御
歌
で
あ
る
こ
と
が
良
く
理
解
で
き
ま
し
た
。

帰
り
道
、車
の
中
で
日
慶
上
人
の
お
話
に
な
り
ま
し
た

が
、皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
い
い
思
い
出
が
あ
り
、と
て
も
楽
し
い

雰
囲
気
で
し
た
。

日
慶
上
人
は
、大
き
な
身
体
で
と
て
も
や
さ
し
く
、と
き

に
は
厳
し
く
、怖
か
っ
た
こ
と
や
い
ろ
い
ろ
思
い
出
話
が
尽
き

な
く
と
て
も
楽
し
い
団
参
で
し
た
。

因
み
に
、私
は
参
与
会
で
何
度
か
本
勝
寺
さ
ん
に
は
お
参

詣
し
た
こ
と
が
あ
り
、懐
か
し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。無

事
常
照
寺
に
戻
り
本
堂
に
て
帰
山
の
お
礼
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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当
山
門
祖
会

四
月
二
十
一
日(

日)

、当
山
門
祖
会
を
舘
林
常
信
寺
、御

高
職
横
谷
日
織
御
導
師
、ご
唱
導
の
も
と
厳
か
に
奉
修
さ
れ

お
ご
そ

ま
し
た
。

常
信
寺
、常
薫
寺
、常
行
寺
、常
法
寺
、各
寺
院
の
ご
信
者

の
皆
さ
ま
の
お
参
詣
を
い
た
だ
き
ま
し
て
盛
況
の
な
か
に
奉

せ
い
き
よ
う

修
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。遠
方
寄
り
の
ご
来
寺
ま
こ
と
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

御
教
歌

煩
悩
の
ほ
こ
り
払
え
ば
よ
き
座
敷

ぼ
ん
の
う

よ
そ
の
む
し
ろ
を
尋
る
で
な
し

横
谷
御
導
師
は
こ
の
御
教
歌
を
自
分
自
身
の
持
っ
て
い
る

価
値
観
を
人
と
比
べ
、そ
の
人
の
持
っ
て
い
る
価
値
観
と
比
べ

て
羨
ん
で
し
ま
う
。そ
の
よ
う
な
こ
と
を
自
身
で
反
省
し
て
、

う
ら
や

信
心
改
良
す
れ
ば
よ
り
良
い
功
徳
が
積
ま
せ
て
い
た
だ
け
、

現
世
安
穏
後
生
善
処
の
ご
利
益
が
い
た
だ
け
ま
す
よ
と
の
ご

げ
ん
せ
あ
ん
の
ん
ご
し
ょ
う
ぜ
ん
し
ょ

教
導
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

と
に
か
く
、人
の
持
っ
て
い
る
物
は
良
く
見
え
が
ち
な
ん
で

す
よ
！
昔
、「
欲
し
が
り
ま
せ
ん
勝
つ
ま
で
は
」
の
フ
レ
ー
ズ
を

聴
い
た
覚
え
が
有
り
ま
せ
ん
か
？

で
き
そ
う
で
中
な
か
で
き
ま
せ
ん
が
「
欲
し
が
り
ま
せ
ん

功
徳
積
む
ま
で
は
」
の
境
地
で
ご
奉
公
さ
せ
て
い
た
だ
け
た

ら
・・・。

「
言
う
は
易
し
行
い
は
難
し
」
こ
れ
が
凡
夫
の
我
わ
れ
で
す
よ

ね
。こ
れ
ら
を
で
き
な
い
な
が
ら
少
し
ず
つ
達
成
で
き
た
な
ら

ば
、す
ば
ら
し
い
こ
と
で
す
。

人
を
羨
み
、何
か
し
ら
を
欲
し
が
っ
て
ば
か
り
い
た
ら
、何
か
空

し
く
感
じ
ま
せ
ん
か
。

空
し
さ
を
感
ず
れ
ば
お
の
ず
と
自
分
自
身
の
心
の
中
で

「
欲
し
が
り
ま
せ
ん
功
徳
積
む
ま
で
は
」
の
心
境
に
近
づ
く
よ

う
に
思
え
る
の
で
す
が
、皆
さ
ま
は
ど
の
様
に
お
感
じ
に
な
り

ま
す
か
。

お
参
詣
人
数
は
八
十
六
名
（
寺
内
六
十
六
名
・団
参
十
九

名
・他
寺
院
一
名
）
、御
奉
公
者
人
数
は
五
十
八
名
で
し
た
。

ご
奉
公
者
の
皆
さ
ま
、お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
。

当
日
、く
ん
げ
会
か
ら
も
四
人
に
「
お
し
ぼ
り
の
ご
奉
公
」

を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。写
真
は
練
習
の
様
子
で
す
が
、後

ろ
姿
に
も
真
剣
さ
や
緊
張
感
が
う
か
が
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

渡
邉
向
日
葵
さ
ん
・渡
邉
天
音
さ
ん
・齋
藤
考
太
さ
ん
・折
茂

ひ

ま

り

あ
ま

ね

こ
う

た

心
愛
さ
ん
、ご
く
ろ
う
さ
ま
で

こ
こ
な

し
た
。ま
た
、よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

●
事
務
局
よ
り

【
月
締
め
日
の
変
更
に
つ
い
て
】

現
勢
報
告
書
の
様
式
変
更
に
と
も
な
い
、各
奉
納
金
・

諸
納
金
の
月
締
め
日
を
「
二
十
五
日
に
変
更
」
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。出
来
る
だ
け
小
銭
を
避
け
、釣
り
銭
が

な
い
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

【
教
区
で
の
取
り
ま
と
め
】

御
供
米
料
・奉
修
費
・（
彼
岸
会
・夏
期
総
回
向
な
ど

の
）
ご
回
向
料
や
お
塔
婆
料
な
ど
も
、「
個
人
ご
と
の
お
預

か
り
」
に
は
対
応
出
来
ま
せ
ん
。御
供
米
料
は
各
教
区
で

取
り
ま
と
め
て
、現
勢
報
告
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
り
ま
し
た
。

【
確

認
】

①
金
銭
に
関
わ
る
こ
と
は
、十
四
時
ま
で
に
お
願
い
し
ま

す
。

②
連
絡
事
項
が
あ
る
場
合
、受
付
カ
ウ
ン
タ
ー
前
に
案
内

を
掲
示
し
ま
す
の
で
ご
覧
下
さ
い
。

③
事
務
所
で
の
お
塔
婆
の
申
し
込
み
は
三
日
前
ま
で
で

す
。急
な
ご
用
の
場
合
、直
接
、教
務
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

④
ご
み
の
持
ち
帰
り

寺
内
の
ご
み
は
「
事
業
系
ご
み
」
の
扱
い
の
た
め
、地
域

の
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
は
出
せ
ず
、有
料
回
収
と
な
り
ま

す
。お

参
詣
の
際
に
は
、ご
み
の
持
ち
帰
り
を
お
願
い
し
ま

す
。先
日
、談
話
室
内
の
小
さ
な
ゴ
ミ
箱
に
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル

が
押
し
込
ん
で
あ

り
ま
し
た
。
暖
か

く
な
る
季
節
で
す

が
、特
に
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
や
缶
類
は
ゴ

ミ
箱
が
あ
り
ま
せ

ん
の
で
、
各
自
で

持
ち
帰
り
願
い
ま
す
。
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私
の
ひ
と
り
ご
と

栃
木
と
い
え
ば
、餃
子
の
ほ
か
に
「
い
ち
ご
」
が
有
名
で

す
よ
ね
。「
い
ち
ご
の
生
産
量
日
本
一
」
の
座
を
守
り
続
け

て
お
り
、最
近
で
は
「
い
ち
ご
王
国
」
と
ま
で
言
わ
れ
て
い

る
そ
う
で
す
。

い
ち
ご
の
品
種
と
い
え
ば
…
？
と

思
い
浮
か
べ
る
の
は
「
と
ち
お
と
め
」

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

県
が
一
九
九
六
年
に
開
発
し
、全

国
各
地
に
出
荷
さ
れ
て
い
る
の
が
「
と

ち
お
と
め
」
だ
そ
う
で
す
。
し
か
し

今
、そ
の
主
役
が
「
と
あ
る
品
種
」
へ

と
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。「
と
ち

あ
い
か
」
と
い
う
品
種
で
す
。大
粒
な

「
と
ち
あ
い
か
」
は
甘
み
が
強
く
、ジ
ュ

ー
シ
ー
で
酸
味
が
少
な
い
の
が
特
徴

で
す
。名
前
の
由
来
は
“「
と
ち
」
ぎ
の

「
あ
い
（
愛
）
」
さ
れ
る
「
か
（
果
）
」
じ

つ
に
な
っ
て
ほ
し
い
”…
…
と
の
こ
と

で
す
。こ
れ
か
ら
ど
れ
だ
け
知
名
度

を
挙
げ
て
い
か
れ
る
か
注
目
で
す
ね
。

個
人
的
に
私
は
甘
味
と
酸
味
の
バ

ラ
ン
ス
が
と
れ
た
「
ス
カ
イ
ベ
リ
ー
」
が

一
番
好
き
で
す
。皆
さ
ん
は
ど
の
い
ち

ご
が
一
番
好
き
で
す
か
？

ぜ
ひ
自
分
好
み
の
い
ち
ご
を
見
つ
け

て
み
て
く
だ
さ
い
！

あ
す
か

記

そ
ろ
そ
ろ
「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
」
は
い
か
が
で
す
か
？

二
〇
一
一
年
六
月
に
誕
生
し
た
「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
（
ラ
イ
ン
）
」
は
、

無
料
で
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
送
受
信
（
ト
ー
ク
）
や
通
話
が
で
き
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ア
プ
リ
で
す
。イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
さ

え
あ
れ
ば
、国
内
外
問
わ
ず
ど
こ
に
い
て
も
「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
」
で
つ

な
が
っ
て
い
る
相
手
（
友
だ
ち
）
と
連
絡
が
と
れ
ま
す
。通
話
や

ト
ー
ク
メ
ッ
セ
ー
ジ
機
能
の
他
に
も
、ア
ル
バ
ム
や
ス
タ
ン
プ
な

ど
楽
し
く
便
利
に
使
え
る
コ
ン
テ
ン
ツ
が
揃
っ
て
い
ま
す
。

全
国
の
十
五
歳
～
七
十
九
歳
の
男
女
を
対
象
と
し
た
Ｎ
Ｔ

Ｔ
ド
コ
モ

モ
バ
イ
ル
社
会
研
究
所
の
調
査
（
二
〇
二
三
年
一

月
実
施
）
に
よ
る
と
、「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
」
の
利
用
率
は
八
三
・七
％

と
な
っ
て
い
ま
す
。七
〇
代
で
も
七
二
・三
％
、つ
ま
り
ほ
ぼ
四

人
に
三
人
の
人
が
月1

回
以
上
は
利
用
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
手
段
と
な
っ
て
い
ま
す
。

「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
」
は
、災
害
な
ど
の
緊
急
時
に
も
欠
か
せ
な
い
ツ

ー
ル
に
な
っ
て
お
り
、中
で
も
「
既
読
」
機
能
は
、“メ
ッ
セ
ー
ジ

き

ど
く

を
読
ん
で
い
る
”と
い
う
こ
と
が
相
手
に
わ
か
る
た
め
、安
否

あ
ん

ぴ

確
認
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

常
照
寺
に
お
い
て
も
、「
緊
急
連
絡
網
」
「
局
長
室
会
議
」

「
弘
報
」
な
ど
の
「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
」
に
よ
る
事
務
局
の
連

絡
手
段
と
し
て
活
用
し
て
い
ま
す
。ま
た
、御
講
の
日
程
調
整

な
ど
の
連
絡
に
利
用
し
て
い
る
方
も
増
え
て
い
ま
す
。同
時
に

グ
ル
ー
プ
全
員
に
連
絡
す
る
こ
と
が
可
能
で
、相
手
の
都
合
の

悪
い
時
間
帯
と
か
を
気
に
す
る
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。

「
元
気
？
」
「
変
わ
り
は
な
い
？
」
「
何
か
困
っ
て
い
る
こ
と

は
な
い
？
」
と
い
う
や
り
取
り
を
、電
話
や
メ
ー
ル
で
し
て
も
い

い
の
で
す
が
、つ
い
電
話
や
文
面
を
打
つ
こ
と
が
億
劫
に
な
っ
た

お
つ
く
う

り
、後
回
し
に
し
て
忘
れ
て
し
ま
い
、続
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う

こ
と
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

次
に
紹
介
す
る
の
は
、宇
都
宮
市
内
で
一
人
暮
ら
し
を
し

て
い
る
祖
母
と
東
京
在
住
の
二
人
の
娘
や
三
人
の
孫
た
ち
と

の
や
り
取
り
で
す
。

祖
母
が
「
お
や
す
み
ス
タ
ン
プ
」
を
送
れ
ば
、も
う
電
話
は

か
か
っ
て
き
ま
せ
ん
。「
お
や
す
み
ス
タ
ン
プ
」
に
気
づ
い
た
ら
、

誰
か
が
「
お
や
す
み
ス
タ
ン
プ
」
を
送
り
返
す
こ
と
が
ル
ー
ル
で

す
。朝
も
祖
母
が
「
お
は
よ
う
ス
タ
ン
プ
」
を
送
る
と
、気
づ
い

た
誰
か
が
、「
お
は
よ
う
ス
タ
ン
プ
」
を
送
り
返
す
こ
と
が
が
暗

黙
の
ル
ー
ル
で
で
す
。も
ち
ろ
ん
用
事
が
あ
れ
ば
、ト
ー
ク
の
や

り
取
り
も
あ
る
わ
け
で
す
が
、何
も
な
け
れ
ば
ス
タ
ン
プ
だ
け

で
お
し
ま
い
で
す
。ス
タ
ン
プ
は
孫
娘
が
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
く
れ

る
た
め
、バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
豊
富
で
と
て
も
楽
し
い
で
す
。

実
は
こ
の
「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
グ
ル
ー
プ
」
の
メ
ン
バ
ー
は
十
数
人
い

る
の
で
す
が
、レ
ギ
ュ
ラ
ー
は
三
人
だ
け
で
ほ
か
の
メ
ン
バ
ー
は

ス
タ
ン
プ
や
ト
ー
ク
の
や
り
取
り
を
見
て
い
る
だ
け
で
す
。し

か
し
、た
ま
に
美
味
し
か
っ
た
食
べ
物
や
お
す
す
め
の
お
店
、ち

ょ
っ
と
し
た
ニ
ュ
ー
ス
や
旅
先
の
写
真
・動
画
な
ど
を
送
っ
て
く

れ
る
の
で
、い
い
ア
ク
セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。

た
っ
た
こ
れ
だ
け
の
こ
と
で
す
が
、メ
ン
バ
ー
全
員
は
「
い
つ

も
つ
な
が
っ
て
い
る
」
感
覚
で
い
る
か
ら
不
思
議
で
す
。「
見
て

い
る
＝
見
守
っ
て
い
る
」
と
い
う
感
覚
、こ
れ
も
「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
」
の

醍
醐
味
だ
と
思
い
ま
す
。ち
ょ
っ
と
無
愛
想
で
面
倒
く
さ
が
り

屋
の
お
子
さ
ん
を
お
持
ち
の
方
、「
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ス
タ
ン
プ
」
の
や

り
取
り
を
始
め
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？

令和６年５月1日 常照寺弘報 第７６１号◆
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宇
陽
山
の
散
歩
道

文
芸
へ
の
投
稿
感
謝
致
し
ま
す
。令
和
六
年
二
月
よ
り
弘

報
へ
の
掲
載
が
始
ま
り
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
「
ギ
ャ
ラ
リ

ー
」
「
文
芸
」
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、令
和
三
年
四
月
よ
り
”俳
句
、

川
柳
、短
歌
“等
々
の
投
稿
掲
載
が
始
ま
り
ま
し
た
。令
和
四

年
七
月
か
ら
は
、俳
人
で
あ
る
片
桐
基
城
先
生
（
那
須
教
区
）

に
よ
り
投
稿
作
品
に
推
敲
、寸
評
、添
削
が
な
さ
れ
、今
月
号

の
弘
報
で
四
回
目
と
な
り
ま
し
た
。

弘
報
で
は
先
生
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
は
掲
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

の
で
、ぜ
ひ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
訪
問
い
た
だ
き
、投
稿
作
品
を

皆
様
方
と
共
に
共
有
し
お
楽
し
み
下
さ
い
。ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
文
芸
」
は
立
ち
上
げ
時
は
投
稿
者
が
二
～
三
名
で
し
た
が
、

現
在
で
は
立
ち
上
げ
時
の
四
倍
と
な
っ
て
い
ま
す
。締
め
切
り

は
そ
の
月
の
二
十
日
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、宜
し
く
お
願

い
致
し
ま
す
。尚
、紙
面
の
都
合
に
よ
り
、今
月
号
か
ら
は
一

人
一
句
の
掲
載
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。小
中
高
生
の
皆

さ
ん
の
投
稿
大
歓
迎
で
す
。お
待
ち
し
て
ま
す
よ
～
～
～
。

俳

句

釣
り
人
の
裏
で
魚
待
つ
ア
オ
サ
ギ
や

大
和
佳
子

松
原

あ
ざ
や
か
な
桜
の
山
で
深
呼
吸

澤
村
ま
つ
子

矢
板

境
内
の
八
百
年
余
年
芽
吹
く
春

金
子
龍
夫

江
曽
島

遠
雷
に
急
ぎ
取
り
込
む
吾
の
衣

渡
邉
孝
之

江
曽
島

鯉
の
ぼ
り
幼
き
日
々
の
風
に
の
せ

角
田
和
道

今
光

花
吹
雪
去
り
逝
く
友
の
笑
顔
あ
り

清
澤

修

壬
生

朝
陽
の
若
人
背
に
春
風
よ

青
木
幸
子

事
務
員

片
栗
と
花
は
ヤ
シ
オ
ノ
古
賀
志
か
な

林

弘

壬
生

露
草
の
色
鮮
や
か
な
雨
上
が
り

金
子
敏
枝

江
曽
島

川

柳

老
い
友
と
会
話
は
い
つ
も
繰
り
返
し

清
澤
久
子

壬
生

短

歌

・

狂

歌

徳
積
む
思
い
で
受
け
た
新
役
務
気
付
け
ば
罪
障

積
も
り
に
積
も
る

安
保

孝

江
曾
島

つ
れ
あ
い
と
小
鉢
並
べ
て
居
酒
屋
ご
っ
こ
何
を
呑
み
ま
す

”ね
え
～
”だ
ん
な
様

石
川
け
い
子

城
東

人
生
訓

人
生
の
重
い
荷
物
を
降
ろ
し
た
ら

笑
顔
の
道
が
待
っ
て
る
よ

清
澤
久
子

壬
生

◎
儀
式
部
よ
り

次
回
の
お
焚
き
あ
げ
は
、五
月
五
日
で
す
。

持
ち
込
み
品
（
可
燃
物
の
み
）
事
前
の
チ
ェ
ッ
ク
を
事
務

所
で
受
け
、
冥
加
料
を
お
納
め
く
だ
さ
い
。な
お
、ガ
ラ
ス
・

み
よ
う

が

陶
磁
器
・金
具
な
ど
は
、事
前
に
取
り
外
し
て
か
ら
お
持
ち
込

み
く
だ
さ
い
。

紛
ら
わ
し
い
も
の
の
判
断
な
ど
は
、渡
邉
・前
川
・卯
月
・

ま
ぎ

安
保
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◇
訃

報

お
詫
び

四
月
号
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
、宇
梶
利
男
さ
ん

（
今
光
②
）
の
法
号
に
誤
植
が
あ
り
ま
し
た
。

大
変
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。正
し
く
は
次
の
法
号
で
す
。

「
法
号

本
護
院
法
警
日
利
信
士
」

荒
木

勲
（
江
曽
島
①
）

行
年
八
十
一
歳
（
四
月
七
日
帰
寂
）

法
号

如
説
院
法
勲
質
直
日
参
居
士

飯
田
俊
明
（
松
原
）

行
年
七
十
三
歳
（
四
月
十
二
日
帰
寂
）

法
号

本
春
院
法
持
日
俊
信
士

佐
々
木
貞
夫
（
江
曽
島
②
）

行
年
八
十
八
歳
（
四
月
十
三
日
帰
寂
）

法
号

米
壽
院
浄
勲
法
徳
日
貞
居
士

心
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
あ
げ
ま
す
。

編
集
後
記

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」

に
お
い
て
、皆
さ
ま
の
作
品
に
つ
い

て
絵
画
の
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
か

ら
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
け
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。詳
し
く
は
後

日
紹
介
し
ま
す
。

団
参
や
門
祖
会
が
中
旬
だ
っ

た
こ
と
も
あ
り
、今
月
号
は
特
に

締
め
切
り
と
の
闘
い
で
し
た
。ま
す
ま
す
記
事
の
ス
ト
ッ
ク
の

必
要
性
を
痛
感
し
て
お
り
ま
す
。コ
ラ
ム
や
エ
ッ
セ
イ
、お
店

や
レ
シ
ピ
紹
介
な
ど
、何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。。

常
照
寺
Ｈ
Ｐ

本
門
佛
立
宗
Ｈ
Ｐ
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