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《題字・森神紫陽》

檀
徒
総
代

小
　
野
　
永
　
生

新
年
明
け
ま
し
て
お
目
出

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

昨
年
は
皆
様
方
に
は
大
変

な
ご
協
力
い
た
だ
き
誠
に
有

り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お

陰
を
も
ち
ま
し
て
三
十
年
ぶ

り
の
晋
山
式
を
大
勢
の
方
が

見
守
る
中
、
立
派
に
成
す
事

が
出
来
ま
し
た
。
そ
し
て
五

百
年
の
歴
史
を
誇
り
ま
す
私

共
の
菩
提
寺
正
定
寺
に
新
御

住
職
様
を
お
迎
え
出
来
ま
し

た
事
を
共
に
喜
び
感
謝
で
い

っ
ぱ
い
で
す
。

先
ず
は
儀
式
を
執
り
行
っ

て
頂
き
ま
し
た
洞
明
寺
、
崇

圓
寺
、
瑞
祥
寺
の
各
法
類
の

和
尚
様
を
は
じ
め
、
北
は
一

昨
年
の
東
北
大
震
災
で
未
だ

復
興
に
ご
苦
労
さ
れ
て
お
ら

れ
ま
す
宮
城
県
よ
り
南
は
沖

縄
県
ま
で
全
国
各
地
よ
り
七

十
七
ヶ
寺
の
和
尚
様
に
お
集

ま
り
い
た
だ
き
江
戸
時
代
か

ら
の
厳
粛
な
る
儀
式
が
行
わ

れ
正
定
寺
に
代
々
受
継
が
れ

て
お
り
ま
す
「
衣
」
を
第
二

十
三
世
寿
山
和
尚
様
よ
り
第

二
十
四
世
南
陽
和
尚
様
へ
と

継
が
れ
新
御
住
職
様
の
誕
生

相
成
り
ま
し
た
事
に
全
て
の

和
尚
様
に
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。
並
び
に
三
九
八
軒
の
檀

家
の
皆
様
、
そ
し
て
関
係
者

各
方
面
の
方
々
に
お
礼
申
し

上
げ
ま
す
。
約
三
年
前
に
前

御
住
職
様
の
体
調
に
異
変
が

生
じ
、
そ
れ
よ
り
晋
山
式
の

準
備
を
始
め
ま
し
て
か
ら
は

世
話
人
様
を
通
じ
ま
し
て
地

区
毎
の
説
明
会
を
さ
せ
て
頂

く
中
ご
協
力
を
お
願
い
さ
せ

て
頂
き
ま
し
た
。
皆
様
方
か

ら
の
前
向
き
な
ご
理
解
と
当

日
ま
で
の
ご
協
力
に
よ
り
全

て
が
順
調
に
進
み
ま
し
た
事

に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。
更
に
心
暖
ま
る
過
分
な

る
ご
寄
進
を
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
篤
志
の
方
々
に
紙
面

を
お
借
り
し
て
厚
く
お
礼
申

し
上
げ
ま
す
。
又
い
つ
も
お

世
話
し
て
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
地
区
世
話
人
さ
ん
、
花

園
会
女
性
部
、
花
園
会
青
年

部
、
他
役
員
の
方
々
に
は
三

年
間
に
渡
り
仕
事
の
傍
ら
準

備
に
携
わ
り
の
ご
協
力
有
り

難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、

先
御
住
職
様
に
は
三
十
年
の

長
き
に
渡
り
大
変
お
疲
れ
さ

ま
で
し
た
。
そ
し
て
何
時
も

私
共
檀
家
の
事
を
大
切
に
思

っ
て
頂
き
、
又
や
さ
し
く
接

し
て
い
た
だ
き
、
全
て
に
感

謝
の
気
持
で
い
っ
ぱ
い
で

す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
準
備
に
か
か
る
三
年

前
に
「
元
気
な
姿
で
晋
山
式
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瑞祥寺さんを先頭にして
山門に到着

勉
強
堂
さ
ん
の
ご
厚
意
で

カ
ラ
ー
印
刷
に
な
り
ま
し
た
。

感
謝
！
感
謝
！
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を
見
届
け
た
い
」
と
言
わ
れ

た
言
葉
を
儀
式
の
途
中
に
思

い
出
し
、
こ
み
あ
げ
る
も
の

が
あ
り
ま
し
た
。
今
後
は
少

し
身
体
を
い
た
わ
り
ゆ
っ
く

り
し
て
下
さ
い
。
今
迄
に
お

受
け
し
ま
し
た
ご
恩
は
今

後
、
新
御
住
職
様
の
お
導
き

の
基
、
新
た
な
る
気
持
で
菩

提
寺
の
護
寺
運
営
に
よ
り
一

層
お
努
め
し
ま
す
事
を
お
約

束
し
今
迄
の
感
謝
に
代
え
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

二
〇
一
二
年
が
奇
し
く
も

三
十
年
ぶ
り
の
晋
山
式
と
二

百
年
前
の
百
姓
一
揆
が
丁
度

重
な
っ
た
年
で
も
あ
り
ま
し

た
事
を
最
後
に
記
し
て
。

檀
徒
総
代

甲
　
斐
　
照
　
光

平
成
二
十
四
年
十
一
月
二

十
四
日
臨
済
宗
妙
心
寺
派
、

宝
林
山
正
定
寺
第
二
十
四
世

南
陽
和
尚
様
の
晋
山
式
が
近

く
の
和
尚
様
は
勿
論
、
全
国

各
地
か
ら
多
く
の
和
尚
様
の

御
光
来
を
い
た
だ
き
、
又
壇

信
徒
皆
様
の
出
席
の
も
と
盛

大
に
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。

日
程
に
従
い
十
一
月
も
半

ば
か
ら
各
行
事
が
行
わ
れ
ま

し
た
が
、
十
一
月
二
十
四
日

は
計
画
ど
お
り
分
衛
所
・
安

下
所
・
普
山
稚
児
行
列
・
茶

礼
所
の
各
行
事
が
無
事
終
り

い
よ
い
よ
本
番
、
晋
山
式
の

儀
式
が
執
行
さ
れ
ま
し
た
。

緑
の
山
を
背
に
内
外
と
も

整
っ
た
寺
院
で
の
晋
山
式
、

本
当
に
す
ば
ら
し
い
一
語
に

つ
き
ま
す
。
す
ば
ら
し
い
晋

山
式
は
伝
統
あ
る
正
定
寺
の

誇
り
で
す
。

南
陽
和
尚
様
に
は
申
す
に

及
ば
ず
、
御
両
親
様
、
御
家

族
の
皆
様
の
お
よ
ろ
こ
び
は

如
何
ば
か
り
か
と
お
祝
い
申

し
上
げ
ま
す
と
共
に
和
尚
様

の
御
健
勝
と
正
定
寺
様
の
ご

隆
盛
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま

す
。本

当
に
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

次
に
こ
の
た
び
の
晋
山
式
、

分
衛
所
の
儀
式
を
私
宅
に
指

定
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
八

名
の
和
尚
様
方
を
始
め
小
野

永
生
総
代
会
長
様
ご
夫
妻
、

花
園
会
婦
人
部
の
皆
様
外
多

く
の
皆
様
で
南
陽
和
尚
様
を

お
迎
え
し
て
無
事
式
を
終
え

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
本

当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

又
こ
の
た
び
晋
山
式
で
私

事
、
妙
心
寺
派
管
長
様
よ
り

総
代
永
年
勤
続
の
廉�

�

に
よ
り

感
謝
状
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

何
も
お
役
に
た
た
な
か
っ
た

私
に
こ
の
様
な
身
に
あ
ま
る

賞
、
併
せ
て
深
く
お
礼
を
申

し
上
げ
ま
す
。

最
後
に
花
園
会
役
員
、
地

区
世
話
人
、花
園
会
婦
人
部
、

青
年
部
の
皆
様
、
長
い
間
何

か
と
お
世
話
に
あ
ず
か
り
、

ま
こ
と
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
ど
う
か
こ
れ
か
ら
も

よ
ろ
し
く
御
高
庇
を
賜
り
た

く
何
と
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

新
た
な
年
と
な
り
ま
し

た
。
本
年
も
皆
様
に
と
っ
て

佳
い
年
に
な
り
ま
す
よ
う
ご

祈
年
申
し
上
げ
ま
す
。

随行する和尚さん方

次の安下所に向かう

正定寺総代としてはじめて
本山感謝状を受ける甲斐照光さん

分衛所での女性部

甲斐家に到着する新命和尚さん

お茶を頂く

分衛所の立て札
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檀
徒
総
代

安
　
藤
　
廣
　
美

明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
旧
年
中
は
檀

信
徒
の
み
な
さ
ま
に
は
晋
山

式
を
は
じ
め
大
変
お
世
話
に

な
り
ま
し
た
。
そ
の
晋
山
式

を
振
り
返
り
寄
稿
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

安
下
所
の
看
板
が
国
道
の

入
り
口
と
安
藤
家
の
門
の
前

の
二
か
所
に
立
っ
た
の
が
昨

年
の
十
月
十
三
日
で
、
晋
山

式
の
四
十
一
日
前
で
し
た
。

そ
の
日
以
降
、
近
所
の
方
や

通
行
人
の
方
か
ら「
安
下
所
」

っ
て
何
の
看
板
で
す
か
？
と

よ
く
聞
か
れ
ま
し
た
。
約
三

十
年
に
一
度
し
か
行
わ
れ
な

い
行
事
で
す
か
ら
、
ほ
と
ん

ど
の
方
が
聞
き
な
れ
な
い
言

葉
の
よ
う
で
し
た
。

晋
山
式
の
十
日
前
の
十
一

月
十
三
日
に
は
、「
知
客
寮

検
単
」
と
言
う
安
下
所
の
下

見
が
あ
り
、
瑞
祥
寺
・
龍
護

寺
の
和
尚
さ
ん
や
カ
メ
ラ
マ

ン
の
方
が
来
て
当
日
の
手
順

を
確
認
し
ま
し
た
。
そ
し
て

前
日
の
二
十
三
日
に
は
「
新

命
和
尚
安
下
所
諷
経
・
茶
礼

習
練
」
と
い
う
リ
ハ
ー
サ
ル

が
行
わ
れ
、
茶
礼
の
儀
式
に

は
、
婦
人
部
の
大
竹
琴
美
部

長
さ
ん
は
じ
め
広
瀬
芳
子
さ

ん
・
柳
井
久
美
子
さ
ん
・
戸

高
恵
理
さ
ん
と
柳
井
み
は
る

さ
ん
が
お
菓
子
、
抹
茶
の
た

て
方
配
り
方
が
本
番
さ
な
が

ら
に
行
わ
れ
、
当
日
の
準
備

も
万
端
に
整
い
ま
し
た
。

い
よ
い
よ
晋
山
式
の
当
日

と
な
り
、
一
番
心
配
さ
れ
た

天
気
も
曇
り
空
で
は
あ
り
ま

し
た
が
雨
の
心
配
は
な
く
、

八
時
前
に
は
稚
児
さ
ん
や
保

護
者
の
方
も
続
々
集
ま
り
始

め
、
稚
児
行
列
の
出
発
地
点

で
は
行
列
に
参
加
す
る
人
た

ち
で
大
混
雑
の
状
態
と
な
っ

て
い
ま
し
た
。

予
定
時
刻
の
八
時
五
十
分

少
し
前
に
分
衛
所
よ
り
新
命

和
尚
他
七
名
の
和
尚
さ
ん
と

甲
斐
・
小
野
総
代
さ
ん
が
到

着
し
、
こ
こ
で
新
命
和
尚
さ

ん
は
雲
水
衣
か
ら
晋
山
式
様

の
金
襴
袈
裟
へ
着
替
え
ら
れ

総
代
四
名
も
羽
織
袴
・
夫
人

も
色
留
袖
の
正
装
で
お
寺
よ

り
の
使
者
を
迎
え
る
準
備
が

整
い
ま
し
た
。

九
時
前
か
ら
「
安
藤
家
先

祖
諷
経
大
悲
呪
回
向
」
の
お

経
、
続
い
て
使
者
の
龍
護
寺

和
尚
・
瑞
祥
寺
和
尚
さ
ん
よ

り
茶
礼
の
口
上
が
あ
り
全
員

で
抹
茶
を
い
た
だ
き
、
い
よ

い
よ
晋
山
稚
児
行
列
の
出
立

で
す
。

行
列
は
、
新
命
和
尚
さ
ん

を
主
役
に
稚
児
五
五
名
と
そ

の
保
護
者
、
和
尚
様
・
提
灯

持
ち
・
大
傘
持
ち
・
籠
担

安下所の立て札

新命和尚さんに大傘を
かざす甲斐龍太さん 花を添える同級生

新命を先導する総代 晋山行列の先頭植田純市さん

一同介して抹茶を頂く 安下所でお参り（諷経）する和尚さん方

万延時代の道中駕籠を担ぐ
同級生



女
性
部
役
員
の
皆
様
、
一
般

参
拝
者
の
皆
々
様
の
絶
大
な

る
ご
協
力
を
頂
き
ま
し
た
事

感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い

で
す
。

又
、
分
衛
所
、
安
下
所
、

茶
礼
所
の
皆
様
方
に
は
、
ひ

と
か
た
な
ら
ぬ
ご
配
慮
ご
厚

情
を
賜
り
心
か
ら
お
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

そ
ん
な
中
役
員
の
皆
様
に

は
、
和
服
の
礼
装
を
着
て
戴

き
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
と

華
や
い
だ
気
持
ち
を
同
時
に

体
験
さ
せ
て
戴
き
ま
し
た
。

今
後
は
新
命
和
尚
様
に
お

か
れ
ま
し
て
は
、
壇
信
徒
の

見
守
る
中
益
々
の
ご
活
躍
と

精
進
さ
れ
ま
し
て
皆
様
に
愛

さ
れ
る
新
命
南
陽
和
尚
様
に
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ぎ
・
総
代
・
役
員
を
含
め
て

総
勢
一
七
十
名
以
上
で
、
先

頭
か
ら
八
十
ｍ
以
上
の
大
行

列
と
な
り
ま
し
た
。
特
に
、

籠
を
担
い
だ
の
は
新
命
和
尚

さ
ん
の
同
級
生
の
方
た
ち

で
、
お
祝
い
に
駆
け
つ
け
て

く
れ
た
そ
う
で
す
。

行
列
が
整
う
と
、
先
頭
で

裃�
�
�
�

姿
の
植
田
純
市
世
話
人

が
出
立
口
上
「
た
だ
い
ま
よ

り
正
定
寺
第
二
十
四
世
新
命

和
尚
さ
ま
晋
山
稚
児
行
列
の

出
立
で
ご
ざ
い
ま
す
」
を
声

高
ら
か
に
読
み
上
げ
、
出
立

の
合
図
の
打
ち
上
げ
花
火
が

天
高
く
と
ど
ろ
き
、
先
頭
の

柝�
�

（
拍
子
木
）
の
音
に
合
わ

せ
て
稚
児
行
列
が
ゆ
っ
く
り

と
厳
か
に
進
ん
で
い
き
ま
し

た
。
行
列
は
安
下
所
か
ら
振

興
局
駐
車
場
ま
で
の
約
三
百

メ
ー
ト
ル
で
行
わ
れ
ま
し
た

が
、
久
留
須
町
内
の
沿
道
に

は
、
こ
の
晋
山
式
稚
児
行
列

を
見
よ
う
と
大
勢
の
見
物
客

が
い
っ
ぱ
い
で
、
か
わ
い
ら

し
い
稚
児
衣
装
で
着
飾
っ

た
、
孫
や
子
供
の
晴
れ
姿
を

カ
メ
ラ
で
撮
影
す
る
光
景
が

あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
見
ら
れ
ま

し
た
。

約
三
十
分
の
稚
児
行
列
も

振
興
局
ま
で
無
事
到
着
し
終

了
い
た
し
ま
し
た
。

安
下
所
で
の
儀
式
や
稚
児

行
列
も
滞
り
な
く
終
了
し
、

お
世
話
を
い
た
だ
い
た
関
係

各
位
に
心
よ
り
お
礼
を
申
し

上
げ
ま
す
。

女
性
部
部
長

大
　
竹
　
琴
　
美

先
般
十
一
月
二
十
四
日
に

行
わ
れ
ま
し
た
第
二
十
四
世

新
命
南
陽
和
尚
様
の
格
式
あ

る
晋
山
式
が
日
本
各
地
か
ら

七
十
余
名
の
和
尚
樣
方
を
お

迎
え
し
て
、
盛
大
な
中
に
も

お
ご
そ
か
に
執
り
行
わ
れ
ま

し
た
事
本
当
に
感
銘
い
た
し

ま
し
た
。
各
総
代
様
、
役
員

の
皆
様
、
壇
信
徒
の
方
々
、

な
ら
れ
る
事
と
信
じ
て
居
り

ま
す
。

壇
信
徒
の
皆
様
と
一
致
団

結
し
て
由
緒
あ
る
寶
林
山
正

定
寺
様
の
一
員
と
し
て
少
し

で
も
自
分
に
出
来
る
事
か
ら

前
進
し
て
参
り
た
い
と
思
っ

て
居
り
ま
す
。
言
葉
は
尽
く

せ
ま
せ
ん
が
御
礼
の
ご
挨
拶

と
致
し
ま
す
。
皆
様
本
当
に

お
世
話
に
な
り
有
難
う
御
座

い
ま
し
た
。

女
性
部
副
部
長

戸
　
高
　
松
　
栄

十
一
月
二
十
四
日
の
晋
山

式
、
一
生
に
一
度
あ
る
か
、

な
い
か
と
、
言
わ
れ
る
大
変

な
式
典
に
、
参
加
さ
せ
て
い

た
だ
き
、
本
当
に
あ
り
が
た

い
事
だ
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。何

事
も
な
く
無
事
に
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
を
す
べ
て
終
わ
ら

せ
た
こ
と
は
、
寿
山
和
尚
様

の
心
こ
ま
や
か
な
計
画
と
大

変
な
努
力
の
賜
物
だ
と
お
も

い
ま
す
。お
疲
れ
様
で
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。

お稚児さんと保護者

本堂が一杯になる

一行を参道で迎える

お稚児さん
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雨
も
少
し
だ
け
降
り
ま
し

た
が
、
こ
れ
か
ら
の
若
き
住

職
様
の
前
途
を
示
す
か
の
様

な
照
る
日
ば
か
り
で
は
な

い
、
わ
ら
じ
の
紐
を
引
き
締

め
て
心
出
す
道
へ
と
進
ん
で

頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

山
門
の
石
段
を
ふ
み
し
め

ふ
み
し
め
上
が
っ
て
来
る
南

陽
和
尚
様
一
行
を
お
迎
え
し

つ
つ
我
が
孫
を
、
仏
の
道
に

送
り
出
す
よ
う
な
心
境
に
な

り
ま
し
た
。

拓
郎
和
尚
さ
ま
、
こ
れ
か

ら
も
「
拓
郎
和
尚
追
っ
か
け

バ
バ
ド
ル
」
た
ち
を
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
ま
す
。

最
後
に
寺
総
代
様
を
始

め
、
檀
家
役
員
の
み
な
さ
ま

大
変
な
ご
協
力
あ
り
が
と
う

御
座
い
ま
し
た
。
古
里
の
菩

提
寺
を
末
長
く
、
子
孫
に
受

け
継
い
で
行
け
る
様
こ
れ
か

ら
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

女
性
部
副
部
長

安
　
藤
　
い
つ
子

安
下
所
儀
式
を
終
え
ら
れ

て
、
新
命
和
尚
様
外
七
名
の

和
尚
様
と
総
代
の
方
々
が
、

小
野
家
に
到
着
さ
れ
、
先
祖

調
経
大
悲
呪
回
向
が
営
ま
れ

皆
様
御
一
緒
に
御
茶
を
召
さ

れ
、
厳
粛
な
雰
囲
気
の
中
に

安
ら
ぎ
を
感
じ
ま
し
た
。
和

尚
様
に
は
、
衣
を
緩
め
ら
れ

ひ
と
と
き
を
御
過
ご
す
様
子

が
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ

の
後
花
火
の
合
図
と
共
に
茶

礼
所
を
出
発
し
小
雨
そ
ぼ
降

る
道
を
晋
山
行
列
は
新
命
和

尚
様
を
お
迎
え
す
る
境
内
参

道
へ
と
御
進
ま
れ
ま
し
た
。

尊
き
こ
の
儀
式
に
身
を
寄
さ

せ
て
い
た
だ
き
御
礼
も
う
し

あ
げ
ま
す
。

女
性
部
事
務
局

廣
　
瀬
　
芳
　
子

こ
の
度
、
幸
い
に
も
寶
林

山
正
定
寺
第
二
十
四
世
南
陽

和
尚
様
の
晋
山
式
に
主
人

共
々
お
手
伝
い
す
る
ご
縁
に

め
ぐ
り
あ
え
て
、
感
謝
し
て

お
り
ま
す
。
私
達
は
、
先
代

の
豊
嶽
義
弘
和
尚
様
に
ひ
と

か
た
な
ら
ぬ
お
世
話
に
な
っ

て
お
り
ま
し
た
の
で
、
い
っ

そ
う
深
い
ご
縁
を
感
じ
ま
し

た
。私

は
安
下
所
で
出
立
茶
礼

の
供
給
の
お
手
伝
い
を
さ
せ

て
頂
き
、
金
襴
袈
裟
の
装
束

に
整
え
ら
れ
た
、
南
陽
和
尚

様
の
立
派
な
お
姿
に
感
無
量

で
し
た
。
稚
児
行
列
に
も
参

加
し
、
お
稚
児
さ
ん
や
沿
道

の
皆
様
が
こ
の
晋
山
式
を
祝

福
し
て
下
さ
り
誇
ら
し
く
思

い
ま
し
た
。

新
命
南
陽
和
尚
さ
ん
も
こ

れ
か
ら
さ
ら
に
ご
修
行
を
積

ま
れ
て
立
派
な
和
尚
様
に
な

ら
れ
、
私
達
壇
信
徒
を
お
導

き
下
さ
り
ま
す
よ
う
お
願
い

致
し
ま
す
。

石段を登ってくる晋山一行

茶礼所での女性部

羽織姿の小野道夫さんと
お勤めする和尚さん

山門に到着して儀式を行う

安下所でお茶を頂く
新命和尚 抹茶を進める 伝統行事にふさわしい衣裳の女性部




