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八
十
八
夜

　
立
夏

　
端
午
の
節
句

　 （
こ
ど
も
の
日
）

　
小
満

り
っ
か

春
ご
よ
み

５ 月 （皐月） ４ 月 （卯月） ３ 月 （弥生）

当

　山

　行

　事

歳

　時

　記

●
祝
聖（
朝
課
に
て
）

●
動
物
健
康
祈
願

●
人
形
供
養（
本
堂
）

●
春
彼
岸

●
春
彼
岸
法
要

●
月
例
法
要

●
降
誕
会
法
要（
朝
課
に
て
）

●
動
物
健
康
祈
願

●
祝
聖（
朝
課
に
て
）

●
人
形
供
養（
本
堂
）

●
月
例
法
要

●
動
物
健
康
祈
願

●
祝
聖（
朝
課
に
て
）

●
人
形
供
養（
本
堂
）

●
月
例
法
要

　
上
巳
の
節
句

　 （
ひ
な
祭
り
）

　
啓
蟄

　
春
彼
岸
入
り

　
春
分

　 （
春
彼
岸
中
日
）

　
春
彼
岸
明
け

　
清
明

　
釈
尊
降
誕
の
日

　
穀
雨

け
い
ち
つ

せ
い
め
い

し
ゃ
く
そ
ん
ご
う
た
ん

た
ん
ご

せ
っ
く

じ
ょ
う
し
せ
っ
く

し
ょ
う
ま
ん

こ
く 

う

さつき うづき やよい

柳
瀬
有
禅
老
師 

筆

　

種た
ね
だ田
山さ
ん
と
う頭
火か

の
代
表
的
な
俳
句
の
一
つ
で
す
。

　

山
頭
火
は
山
口
県
の
大
地
主
の
家
に
生
ま
れ
ま
し
た

が
、
十
歳
の
時
に
母
親
が
自
殺
し
て
し
ま
い
、
そ
の
後

の
人
生
は
波
乱
万
丈
と
な
り
ま
す
。
四
十
二
歳
の
時
に

お
世
話
に
な
っ
て
い
た
お
寺
で
得と
く
ど度
出し
ゅ
っ
け家
し
、
そ
の
一

年
後
に
雲う
ん
す
い水
姿す
が
たで
放
浪
の
旅
に
出
ま
す
。
そ
の
旅
の
途

中
で
詠
ま
れ
た
の
が
こ
の
俳
句
で
す
。

　
「
道
な
き
道
を
分
け
入
っ
て
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
も
青

い
山
は
果
て
し
な
く
続
い
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
す

が
、
山
頭
火
自
身
の
思
い
は
出
家
し
て
も
な
お
煩ぼ
ん
の
う悩
に

悩
ま
さ
れ
苦
し
ん
で
い
る
心
境
を
詠
ん
だ
も
の
と
思
わ

れ
ま
す
。

　

有
禅
老
師
は
そ
の
句
の
中
の
「
入
っ
て
」
の
文
字
を

「
行
っ
て
」
に
置
き
換
え
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
積
極
的

に
求ぐ
ど
う道
す
る
姿
を
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

や
な  

せ   

ゆ
う 

ぜ
ん 

ろ
う  

し

　「
わ
け
入
っ
て
も

　
　
　
分
け
行
っ
て
も

　
　
　
　
　
　
　
青
い
山
」（
色
紙
）
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初は

せ瀬
の
自
然
と
溶
け
あ
う
山や

ま
あ
い間
の
寺
は

観か
ん
の
ん音
の
霊
験
に
ま
つ
わ
る
逸
話
に
彩
ら
れ
て
い
る

　

豊ぶ

ざ

ん山
長
谷
寺
は
、
奈
良
県
中
央
北
寄
り
の
桜

井
市
東
部
の
、
丘
陵
に
囲
ま
れ
た
細
長
い
谷た

に
あ
い間

の
地
に
あ
る
。『
万
葉
集
』
の
時
代
に
は
「
隠こ

も
り

口く

の
泊は

つ

瀬せ

」「
泊
瀬
小お

国ぐ
に

」
と
よ
ば
れ
、
穏
や

か
な
地
、
聖
な
る
地
と
さ
れ
た
。
寺
は
初
瀬
山

中
腹
に
南
面
し
、
広
大
な
境
内
に
懸か

け

造づ
く

り
の
舞

台
を
も
つ
本
堂
を
中
心
に
、
堂
塔
、
塔た

っ
ち
ゅ
う頭
な
ど

多
く
の
建
物
が
甍い

ら
か

を
並
べ
る
。

　

草
創
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
も
の
の
、

６
８
６
年
（
朱し

ゅ
ち
ょ
う鳥
１
）、
僧
・
道ど

う
み
ょ
う明
が
天て

ん

む武
天

皇
の
た
め
に
「
銅
板
法ほ

っ

け華
説せ

っ
そ
う
ず

相
図
」
を
現
在
の

五
重
塔
近
く
の
西
の
岡お

か

に
安
置
し
た
こ
と
に

は
じ
ま
る
と
い
う

（
本も

と

長
谷
寺
）。

　

聖し
ょ
う
む武
天
皇
の
御

願
に
よ
り
７
２
７

年
（
神じ

ん

亀き

４
）、僧
・

徳と
く
ど
う道

が
今
の
本
堂

の
あ
る
東
の
岡
に

伽が

ら

ん藍
造
営
を
開
始
、
十
一
面
観
音
像
を
造
っ
て

祀ま
つ

っ
た
（
後の

ち

長
谷
寺
）。
こ
の
後
長
谷
寺
と
本

長
谷
寺
が
ひ
と
つ
に
な
り
、
寺
が
成
立
し
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

平
安
時
代
に
は
観
音
信
仰
の
霊
場
と
な
り
、

８
４
７
年
（
承じ

ょ
う
わ和

14
）、
官
寺
に
準
じ
る
格
の

高
い
定じ

ょ
う

額が
く

寺じ

に
列
せ
ら
れ
た
。
当
寺
の
歴
史
は
、

公く

げ家
か
ら
庶
民
に
わ
た
る
観
音
信
仰
と
と
も
に

歩
ん
だ
と
い
え
る
。
本
尊
の
十
一
面
観
音
は
霊

験
あ
ら
た
か
な
仏
と
し
て
広
く
知
ら
れ
、
宇う

だ多

上
皇
、
藤
原
道
長
ら
の
参さ

ん
け
い詣
も
相
つ
い
だ
。
ま

た
『
枕ま

く
ら
の
そ
う
し

草
子
』『
更さ

ら
し
な級
日
記
』『
蜻か

げ

蛉ろ
う

日
記
』『
源

氏
物
語
』
な
ど
、
王
朝
の
女
流
文
学
に
も
数
多

く
登
場
す
る
。

　

室
町
時
代
に
入
り
、
西
国
三
十
三
所
巡
礼
が

広
ま
る
や
、
第
８
番
札ふ

だ
し
ょ所
と
し
て
一
般
庶
民
の

参
詣
も
多
く
な
っ
た
。
戦
国
時
代
は
一
時
衰
微

し
た
も
の
の
、
桃
山
時
代
、
豊
臣
秀ひ

で

長な
が

が
再
興
。

江
戸
時
代
は
徳
川
将
軍
家
の
厚
い
保
護
を
受
け

た
。

　

創
建
以
来
、
東
大
寺
の
末
寺
で
あ
っ
た
が
、

９
９
０
年
（
正し

ょ
う
り
ゃ
く暦
１
）、
興こ

う
ふ
く福
寺じ

末
と
な
る
。

１
５
８
７
年
（
天て

ん
し
ょ
う正

15
）、
紀
州
根ね

ご

ろ来
寺じ

か
ら

僧
専せ

ん
に
ょ誉
が
入
寺
し
て
新し

ん

ぎ義
真し

ん
ご
ん
し
ゅ
う

言
宗
寺
院
に
改
ま

り
、
１
９
０
０
年
（
明
治
33
）
か
ら
は
豊ぶ

山ざ
ん

派は

総
本
山
と
な
る
。

　

末
寺
は
３
０
０
０
余
ヶ
寺
を
数
え
、
檀だ

ん

信し
ん

徒と

は
約
２
０
０
万
人
。
伽が

ら
ん藍
・
寺
宝
は
国
宝
２
件
、

重
要
文
化
財
14
件
。
天
然
記
念
物
１
件
。
四
季

を
通
じ
て
広
い
境
内
を
花
が
彩
り
、「
花
の
寺
」

と
し
て
も
有
名
で
あ
る
。

　

昨
年
11
月
５
日
に
は
豊
山
派
第
35
世
管
長
と

し
て
川か

わ
ま
た俣
海か

い

淳じ
ゅ
ん

師
が
晋
山
さ
れ
「
法
灯
を
受
け

継
い
で
多
く
の
人
々
の
精
神
生
活
を
安
定
せ
ん

と
す
」
と
述
べ
御
本
尊
に
誓
い
を
立
て
た
。

　

ま
た
来
年
は
開
山
１
３
０
０
年
を
迎
え
記
念

行
事
が
営
ま
れ
ま
す
。

　

次
回
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の

大
河
ド
ラ
マ
は
豊
臣

秀
長
を
主
人
公
と
す

る
『
豊
臣
兄
弟
！
』

と
決
ま
り
長
谷
寺
が
そ
の
舞
台
に
な
る
と
の
こ

と
で
す
。

院

　長

　山
村

　純
一

 

動
物
と
暮
ら
す

山
村
獣
医
科（
東
久
留
米
市
）

院

　長

　高
橋 

利
仁

 

本
堂
納
骨
堂

　
　
　親
父
暫
く
我
慢

ア
ズ
動
物
病
院（
三
鷹
市
）

新
薬
の
登
場
で
変
わ
る
治
療
、向
き
合
っ
て
み
よ
う

自
分
に
合
っ
た
最
善
の
治
療
を
取
り
入
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　 生
活
の
質
を
高
め
よ
う

「
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
」

な
が
た
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク（
府
中
）

読
者　コ

ー
ナ
ー

古
寺
め
ぐ
り
（
12
）

―

長
谷
寺―

は

　せ

　で
ら

仏
教
の
こ
と
ば
（
10
）

い
っ
さ
い 

し
ゅ 

じ
ょ
う

し
つ  

う  

ぶ
っ 

し
ょ
う

一
切
衆
生 
悉
有
仏
性

六道輪廻
天上

修羅

餓鬼

人間

畜生

地獄

〈
所
在
地
〉
奈
良
県
桜
井
市
初
瀬
７
３
１
の
１

〈
交
通
〉
近
鉄
大
阪
線
長
谷
寺
駅
か
ら
徒
歩
20
分

ま
た
は
Ｊ
Ｒ
・
近
鉄
桜
井
駅
か
ら
奈
良

交
通
バ
ス
約
25
分
、
長
谷
寺
前
下
車
す
ぐ

※
小
学
館
「
古
寺
を
ゆ
く
」
よ
り　
　

次
回
は
平
等
院

長谷寺本堂印

入母屋（いりもや）造り、本瓦葺（ほんがわらぶ）きの、江戸時代
を代表する壮大な建築のひとつ。本堂は本尊を安置する桁行（け
たゆき）７間、梁間（はりま）４間の正堂（内陣）と、その前面に
細長い通路状の拝所を介してつらなる桁行９間、梁間３間の礼
堂（外陣）からなり、さらにその前面に懸（かけ）造りの広い舞
台がある。礼堂正面には「大悲閣」の大きな額。現本堂は３代
将軍徳川家光の再建で、1650 年（慶安３）の完成。創建は
奈良時代にさかのぼり、平安前期には礼堂があったことが確認
されており、12 世紀中ごろには現在のような複雑な構成になっ
ていたと考えられている。　　　　　　　　　写真／牧野貞之

本堂
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「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
は
す
べ
て
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
仏
性
が
あ
り
成

仏
で
き
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。

　

そ
れ
は
人
間
だ
け
で
は
な
く
動
物
も
植
物
も
す
べ
て
が
仏
と
な
り
得
る
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

お
釈
迦
様
が
お
悟
り
に
な
っ
た
三さ

ん
ぼ
う
い
ん

法
印
（
諸し

ょ
ぎ
ょ
う行
無む

じ
ょ
う常
、
諸し

ょ
ほ
う法
無む

が我
、

涅ね

槃は
ん

寂じ
ゃ
く
じ
ょ
う
静
）
の
教
え
を
根
本
と
し
て
さ
ら
に
具
現
化
し
、
よ
り
実
践
的
な
教

え
と
な
り
ま
す
。

　

す
べ
て
の
物
に
仏
が
宿
っ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
ど
ん
な
物
で
も
尊
く
な
り
愛

し
さ
も
感
じ
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
目
に
映
る
世
界
す
ら
も
違
っ
て
見
え
て
く
る

こ
と
で
し
ょ
う
。

　

な
ん
と
す
ば
ら
し
い
世
界
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

世
界
中
が
こ
の
こ
と
に
気
付
け
ば
争
い
は
な
く
な
り
戦
争
は
起
こ
ら
な
く
な

る
で
し
ょ
う
。

院

　長

　山
村

　純
一

 

動
物
と
暮
ら
す

山
村
獣
医
科（
東
久
留
米
市
）

院

　長

　高
橋 

利
仁

 

本
堂
納
骨
堂

　
　
　親
父
暫
く
我
慢

ア
ズ
動
物
病
院（
三
鷹
市
）

新
薬
の
登
場
で
変
わ
る
治
療
、向
き
合
っ
て
み
よ
う

自
分
に
合
っ
た
最
善
の
治
療
を
取
り
入
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　 生
活
の
質
を
高
め
よ
う

「
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
」

な
が
た
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク（
府
中
）

読
者　コ

ー
ナ
ー

古
寺
め
ぐ
り
（
12
）

―

長
谷
寺―

は

　せ

　で
ら

仏
教
の
こ
と
ば
（
10
）

い
っ
さ
い 

し
ゅ 

じ
ょ
う

し
つ  

う  

ぶ
っ 

し
ょ
う

一
切
衆
生 

悉
有
仏
性

六道輪廻
天上

修羅

餓鬼

人間

畜生

地獄
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４
月
８
日
は
お
釈
迦
様
が
お
生
ま

れ
に
な
っ
た
日
で
す
。
一
般
的
に
は

「
花は

な
ま
つ祭

り
」
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

各
お
寺
で
は
お
花
を
い
っ
ぱ
い
飾
っ

た
花は

な

御み
ど
う堂

を
置
き
、
そ
の
中
心
に
お
釈
迦
様
の
像
を
安
置
し
て
甘
茶

を
か
け
て
お
祝
い
を
し
ま
す
。

　

龍
が
天
か
ら
甘か

ん
ろ露

の
雨
（
甘
茶
）
を
降
ら
せ
て
祝
っ
た
と
い
う
言

い
伝
え
に
由
来
し
ま
す
。

　

当
寺
院
で
は
４
月
６
日
（
日
曜
）
午
前
７
時
45
分
よ
り
本
堂
に
て

法
要
を
行
い
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
ご
参
加
を

お
待
ち
し
て
ま
す
。

　

昨
年
十
一
月
十
三
日
、
日
本
盲
導
犬
協
会
様
よ
り
慰
霊
祭
の
ご
依

頼
が
あ
り
ま
し
た
。

　

昔
、
協
会
敷
地
内
に
残
念
な
が
ら
盲
導
犬
に
な
れ
ず
に
亡
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
仔
達
が
埋
葬
さ
れ
て
い
た
そ
の
場
所
に
お
い
て
ご
供
養

を
致
し
ま
し
た
。

　

協
会
の
皆
さ
ん
も
そ
の
こ
と
を
気
に
か
け
て
お
ら
れ
今
回
の
慰
霊

祭
の
運
び
と
な
っ
た
よ
う
で
す
。
参
列
さ
れ
た
方
々
の
真
心
は
確
り

と
伝
わ
っ
た
も
の
と
確
信
い
た
し
ま
す
。

合　

掌

 
日に

ほ

ん本
盲も

う
ど
う
け
ん

導
犬
協き

ょ
う
か
い会

　
　
　

　
慰い

霊れ
い

祭さ
い 

報
告

降ご
う 

誕た
ん 

会え

（ 5 ）
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ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
は
、
か

ゆ
み
を
伴
う
湿
疹
が
良
く
な
っ

た
り
悪
く
な
っ
た
り
を
繰
り
返

す
病
気
で
す
。
以
前
は
ア
ト
ピ
ー

性
皮
膚
炎
は
子
ど
も
の
病
気
で
、

成
長
す
れ
ば
や
が
て
治
っ
て
い

く
と
い
う
の
が
一
般
的
な
認
識

で
し
た
。
し
か
し
こ
こ
20
年
ほ

ど
、
思
春
期
に
な
っ
て
も
、
成

人
以
降
も
、
ず
っ
と
症
状
が
続

い
て
し
ま
う
患
者
さ
ん
が
増
え

て
い
ま
す
。
幼
児
期
の
ア
ト
ピ
ー

性
皮
膚
炎
が
再
発
す
る
人
も
い

ま
す
が
、
大
人
に
な
っ
て
初
め

て
発
症
す
る
人
も
い
る
の
で
す

（
下
図
）。

　

ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
は
、
乳

幼
児
期
か
ら
学
童
期
に
発
症
す

る
事
が
多
く
、
一
般
的
に
は
次

の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
り
ま
す
。

　

発
症
の
始
め
こ
ろ
は
、
多
く

の
場
合
赤
く
ジ
ュ
ク
ジ
ュ
ク
し

た
急
性
湿
疹
が
顔
や
首
を

中
心
に
出
現
し
ま
す
。
幼
稚

園
や
小
学
校
ぐ
ら
い
に
な

る
と
ヒ
ジ
の
内
側
や
ヒ
ザ

の
後
ろ
側
、
首
筋
な
ど
に
湿

疹
が
現
れ
て
全
身
の
乾
燥

が
進
み
、
ザ
ラ
ザ
ラ
と
し
た

状
態
の
皮
膚
が
目
立
つ
よ

う
に
な
り
ま
す
。
患
者
さ
ん

は
強
い
か
ゆ
み
に
も
悩
ま

さ
れ
ま
す
。

　

思
春
期
以
降
も
症
状
が

続
く
と
、
新
し
く
で
き
た
赤

い
湿
疹
と
、
慢
性
の
炎
症
の
蓄

積
や
頻
繁
に
掻
く
こ
と
に
よ
っ

て
生
じ
た
色
素
沈
着
が
混
在
す

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に

手
の
甲
や
足
な
ど
の
皮
膚
が
ご

わ
ご
わ
と
硬
く
な
る
苔た

い
せ
ん癬
化か

が

起
こ
っ
た
り
、
痒よ

う
し
ん疹

結け
っ
せ
つ節

と
い

わ
れ
る
硬
い
ぶ
つ
ぶ
つ
が
出
て

き
た
り
し
ま
す
。
首
や
顔
な
ど

に
非
常
に
強
い
症
状
が
出
る
患

者
さ
ん
も
、
一
定
数
存
在
し
て

院

　長

　山
村

　純
一

 

動
物
と
暮
ら
す

山
村
獣
医
科（
東
久
留
米
市
）

院

　長

　高
橋 

利
仁

 

本
堂
納
骨
堂

　
　
　親
父
暫
く
我
慢

ア
ズ
動
物
病
院（
三
鷹
市
）

新
薬
の
登
場
で
変
わ
る
治
療
、向
き
合
っ
て
み
よ
う

自
分
に
合
っ
た
最
善
の
治
療
を
取
り
入
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　 生
活
の
質
を
高
め
よ
う

「
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
」

な
が
た
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク（
府
中
）

読
者　コ

ー
ナ
ー

古
寺
め
ぐ
り
（
12
）

―

長
谷
寺―

は

　せ

　で
ら

仏
教
の
こ
と
ば
（
10
）

い
っ
さ
い 

し
ゅ 

じ
ょ
う

し
つ  

う  

ぶ
っ 

し
ょ
う

一
切
衆
生 

悉
有
仏
性

六道輪廻
天上

修羅

餓鬼

人間

畜生

地獄

年
々
増
加
す
る
患
者
数

中
高
年
で
も
症
状
が
あ
る

　

厚
生
労
働
省
に
よ
る
と
、
国
内
の
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
の
患

者
数
は
年
々
増
加
傾
向
で
、
現
在
50
万
人
を
超
え
て
い
ま
す

（「
患
者
調
査
」
２
０
１
７
年
）。
乳
幼
児
期
に
発
症
す
る
こ
と

が
多
い
病
気
で
す
が
、
成
人
ま
で
持
ち
越
す
人
や
、
い
っ
た
ん

症
状
が
よ
く
な
っ
た
あ
と
に
再
発
す
る
人
も
少
な
く
な
く
、
患

者
さ
ん
や
家
族
の
生
活
の
質
や
精
神
面
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

し
て
い
ま
す
。
近
年
、
次
々
と
新
薬
が
登
場
し
、
治
療
も
大
き

く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
解
明
が
進
む
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚

炎
の
特
徴
や
治
療
の
最
新
事
情
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

（ 6 ）
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い
ま
す
。

　

ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
は
、
①

か
ゆ
み
、
②
特
徴
的
な
皮
膚
の

湿
疹
と
そ
の
分
布
、
③
慢
性
的

で
反
複
的
な
経
過
と
い
う
、
３

つ
の
項
目
で
診
断
さ
れ
ま
す
。

　

最
近
は
適
切
な
治
療
法
の
選

択
の
た
め
に
、
医
師
や
患
者
さ

ん
自
身
が
症
状
の
重
さ
を
点
数

で
評
価
す
る
「
症
状
の
評
価
指

標
」
を
取
り
入
れ
る
医
療
機
関

が
増
え
て
い
ま
す
。
患
者
さ
ん

自
身
が
自
分
の
症
状
や
日
常
生

活
へ
の
影
響
を
ど
の
よ
う
に
捉

え
て
い
る
の
か
は
と
て
も
重
要

で
す
。
特
に
医
師
に
は
わ
か
ら

な
い
か
ゆ
み
や
睡
眠
障
害
な
ど

に
つ
い
て
、
患
者
さ
ん
が
評
価

す
る
こ
と
に
よ
り
、
医
師
が
患

者
さ
ん
の
症
状
を
よ
り
深
く
理

解
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
両
者

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー

ル
に
も
な
り
ま
す（
下
コ
ラ
ム
）。

　

治
療
の
目
標
は
、
肌
が
す
べ

す
べ
に
な
っ
て
か
ゆ
み
も
赤
み

も
ほ
と
ん
ど
な
い
状
態
を
維
持

す
る
事
で
す
が
、
そ
れ
に
は
ま

ず
、
患
者
さ
ん
の
症
状
や

生
活
背
景
に
合
わ
せ
て
段

階
的
に
目
標
を
立
て
、
メ

リ
ハ
リ
を
つ
け
て
治
療
を

進
め
て
い
く
こ
と
が
大
切

で
す
。

　

ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
の

治
療
で
は
、
①
炎
症
、
②

か
ゆ
み
、
③
バ
リ
ア
機
能

の
低
下
と
い
う
３
つ
の

要
素
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
ま

す
。

　

ま
ず
は
、
ス
テ
ロ
イ
ド

外
用
薬
で
炎
症
や
か
ゆ
み

を
抑
え
ま
す
。
ス
テ
ロ
イ

ド
に
は
免
疫
に
か
か

わ
る
細
胞
炎
症
を
抑

え
る
働
き
が
あ
り
ま

す
。
患
者
さ
ん
の
な

か
に
は
、「
ス
テ
ロ

イ
ド
は
こ
わ
い
」
と

思
い
込
ん
で
い
て
、

赤
み
の
あ
る
部
分
に

ち
ょ
っ
と
つ
け
る
だ

重
症
度
評
価
に
患
者
の
視
点

治
療
は
医
師
と
二
人
三
脚
で

（ 7 ）
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け
で
、
少
し
よ
く
な
っ
た
ら
す

ぐ
に
や
め
て
し
ま
う
人
が
い
ま

す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
皮
膚

の
内
部
の
炎
症
を
抑
え
込
め
ま

せ
ん
。
ス
テ
ロ
イ
ド
の
外
用
に

よ
る
副
作
用
は
局
所
だ
け
に
見

ら
れ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、

正
し
く
使
え
ば
症
状
は
急
速
に

改
善
し
、
全
身
へ
の
影
響
は
ま

ず
あ
り
ま
せ
ん
。
中
途
半
端
な

使
用
は
、
か
え
っ
て
症
状
を
悪

化
さ
せ
た
り
長
引
か
せ
た
り
し

て
し
ま
い
ま
す
。
大
切
な
の
は
、

①
適
切
な
強
さ
の
薬
を
、
②
十

分
な
量
、
③
十
分
な
範
囲
に
、

④
十
分
な
期
間
し
っ
か
り
塗
り
、

一
気
に
よ
い
状
態
に
ま
で
も
っ

て
い
く
こ
と
で
す
。

　

次
に
、
皮
膚
の
赤
み
や
湿
疹

が
改
善
し
て
き
た
ら
、
医
師
と

患
者
さ
ん
が
一
緒
に
状
態
を
確

認
し
て
治
療
を
変
更
し
ま
す
。

医
師
の
指
示
に
従
っ
て
ス
テ
ロ

イ
ド
の
外
用
頻
度
を
減
ら
す
、

ほ
か
の
薬
に
切
り
替
え
る
な
ど
、

副
作
用
が
出
に
く
く
、
し
か
も

症
状
を
抑
え
て
維
持
で
き
る
よ

う
な
治
療
に
変
え
て
い
き
ま
す
。

　

症
状
が
改
善
し
た
あ
と
も
乾

燥
が
あ
る
場
合
は
、
皮
膚
の
バ

リ
ア
機
能
を
維
持
す
る
た
め
に

保
湿
剤
な
ど
に
よ
る
ス
キ
ン
ケ

ア
を
継
続
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

２
０
１
８
年
に
は
、
前
記
の

治
療
の
３
つ
の
要
素
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
、
２
つ
の
タ
イ
プ

の
新
薬
が
登
場
し
ま
し
た
。
こ

れ
ま
で
十
分
な
効
果
が
得
ら
れ

な
か
っ
た
中
等
症
か
ら
重
症
の

患
者
さ
ん
や
、
強
い
か
ゆ
み
の

治
療
に
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

そ
の
新
薬
と
は
、
生
物
学
的

製
剤
と
飲
み
薬
の
経
口
Ｊ
Ａ
Ｋ

阻
害
薬
で
す
。

　

生
物
の
生
成
物
を
利
用
し
た

生
物
学
的
製
剤
は
注
射
剤
で
２

種
類
あ
り
、
特
定
の
受
容
体
に

ふ
た
を
し
て
、
炎
症
や
か
ゆ
み

な
ど
を
発
生
さ
せ
な
い
よ
う
に

作
用
す
る
も
の
で
す
。

　

１
種
類
は
炎
症
、
か
ゆ
み
、

バ
リ
ア
機
能
の
低
下
の
す
べ
て

に
か
か
わ
る
サ
イ
ト
カ
イ
ン
IL
―

新
薬
の
登
場
が
続
き

変
わ
る
ア
ト
ピ
ー
治
療

（ 8 ）
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４
や
IL
―

13
を
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
も

の
、
も
う
１
種
類
は
か
ゆ
み
を

引
き
起
こ
す
IL
―

31
を
ブ
ロ
ッ
ク

し
て
か
ゆ
み
の
発
生
を
抑
え
る

も
の
で
す
。
ど
ち
ら
も
し
っ
か

り
治
療
効
果
が
あ
り
、
副
作
用

が
少
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

ま
す
が
、
前
者
で
は
た
ま
に
結

膜
炎
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

経
口
Ｊ
Ａ
Ｋ
阻
害
薬
は
、
サ

イ
ト
カ
イ
ン
に
よ
る
刺
激
が
細

胞
内
に
伝
達
さ
れ
る
と
き
に
必

要
な
Ｊ
Ａ
Ｋ
と
い
う
酵
素
を
阻

害
す
る
薬
で
す
。
３
種
類
あ
り
、

効
果
と
副
作
用
が
あ
る
程
度
相

関
し
ま
す
。
Ｊ
Ａ
Ｋ
と
い
う
情

報
伝
達
経
路
を
ブ
ロ
ッ
ク
す
る

こ
と
で
、
免
疫
の
過
剰
な
活
性

化
を
抑
え
て
炎
症
や
か
ゆ
み
を

改
善
さ
せ
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
薬
は
、
複
数
の
サ

イ
ト
カ
イ
ン
を
抑
え
る
た
め
、

ほ
か
の
治
療
で
効
果
が
な
か
っ

た
人
に
も
効
く
可
能
性
が
あ
る

半
面
、
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
に

関
係
の
な
い
重
要
な
サ
イ
ト
カ

イ
ン
も
抑
制
し
て
し
ま
い
ま
す
。

当
初
懸
念
さ
れ
て
い
た
よ
り
も

副
作
用
は
少
な
い
も
の
の
、
帯

状
疱
疹
、
単
純
ヘ
ル
ペ
ス
な
ど
、

重
篤
な
感
染
症
を
発
症
す
る
場

合
が
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て

い
ま
す
。　

※
サ
イ
ト
カ
イ
ン
…
…
細
胞
か
ら
分
泌

さ
れ
る
低
分
子
の
た
ん
ぱ
く
質
の
総
称

で
、
炎
症
の
重
要
な
調
節
因
子
で
す
。

サ
イ
ト
カ
イ
ン
を
利
用
し
て
炎
症
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
研
究
が
行
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

新
し
い
薬
が
次
々
と
登
場
し
、

治
療
の
選
択
肢
は
広
が
っ
て
い

ま
す
が
、
ど
の
薬
も
高
額
で
、

患
者
さ
ん
に
と
っ
て
最
適
な
治

療
法
を
選
択
す
る
の
は
簡
単
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
患
者
さ
ん
が

適
切
な
治
療
法
を
選
択
で
き
る

よ
う
今
後
の
検
証

が
期
待
さ
れ
ま

す
。

　

現
在
、
新
し
い

薬
を
試
し
た
こ
と

で
、
十
分
な
改
善

が
見
ら
れ
、
こ

れ
ま
で
頑
張
っ
て

治
療
し
て
き
た
け
れ
ど
効
果
が

う
ま
く
出
な
か
っ
た
患
者
さ
ん
、

治
療
に
疲
弊
し
て
継
続
が
難
し

く
な
っ
て
い
る
患
者
さ
ん
、
副

作
用
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
患
者

さ
ん
な
ど
か
ら
「
こ
の
薬
が
あ
っ

て
本
当
に
よ
か
っ
た
」「
か
ゆ
み

か
ら
久
し
ぶ
り
に
解
放
さ
れ
た
」

と
い
う
声
が
多
く
聞
か
れ
ま
す
。

　

仕
事
に
就
け
な
か
っ
た
人
が

就
職
し
た
り
、
学
校
に
行
け
な

か
っ
た
人
が
登
校
す
る
よ
う
に

な
っ
た
り
す
る
な
ど
、
生
活
の

質
が
向
上
し
て
い
る
患
者
さ
ん

は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら

に
、
新
た
な
薬
も
保
険
承
認
さ

れ
て
お
り
、
ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚

炎
の
治
療
は
日
進
月
歩
で
す
。

ア
ト
ピ
ー
性
皮
膚
炎
が
な
か
な

か
よ
く
な
ら
ず
、
治
療
を
あ
き

ら
め
て
い
る
患
者
さ
ん
は
、
ぜ

ひ
一
度
皮
膚
科
を
受
診
し
て
、

医
師
に
相
談
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

情
報
誌
「
こ
ま
ど
」
よ
り

ア
ト
ピ
ー
に
向
き
合
い

生
活
の
質
の
向
上
を

（ 9 ）
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／
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３
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４
／
4

４
／
20

４
／
８

３
／
17

３
／
23

４
／
20 （

入
り
）〜

（
明
け
）

 

13
時

 

13
時

４
／
6 

13
時

４
／
12
・

３
／
20

３
／
30

５
／
25

４
／
27

 

10
時 

13
時 

15
時

３
／
23 

10
時 

13
時 

15
時

５
／
18  

午
前
７
時
45
分

ご
う
　
た
ん
　
え

本
山（
13
時
）別
院（
10
時
）

本
山（
13
時
）別
院（
10
時
）

 

本
山（
13
時
）別
院（
10
時
）

別
院
本
山

本
山（
13
時
）

別
院（
12
時
）

4
／
6
本
山（
13
時
）

別
院（
12
時
）

5
／
4
本
山（
13
時
）

別
院（
12
時
）
　
八
十
八
夜

　
立
夏

　
端
午
の
節
句

　 （
こ
ど
も
の
日
）

　
小
満

り
っ
か

春
ご
よ
み

５ 月 （皐月） ４ 月 （卯月） ３ 月 （弥生）

当

　山

　行

　事

歳

　時

　記

●
祝
聖（
朝
課
に
て
）

●
動
物
健
康
祈
願

●
人
形
供
養（
本
堂
）

●
春
彼
岸

●
春
彼
岸
法
要

●
月
例
法
要

●
降
誕
会
法
要（
朝
課
に
て
）

●
動
物
健
康
祈
願

●
祝
聖（
朝
課
に
て
）

●
人
形
供
養（
本
堂
）

●
月
例
法
要

●
動
物
健
康
祈
願

●
祝
聖（
朝
課
に
て
）

●
人
形
供
養（
本
堂
）

●
月
例
法
要

　
上
巳
の
節
句

　 （
ひ
な
祭
り
）

　
啓
蟄

　
春
彼
岸
入
り

　
春
分

　 （
春
彼
岸
中
日
）

　
春
彼
岸
明
け

　
清
明

　
釈
尊
降
誕
の
日

　
穀
雨

け
い
ち
つ

せ
い
め
い

し
ゃ
く
そ
ん
ご
う
た
ん

た
ん
ご

せ
っ
く

じ
ょ
う
し
せ
っ
く

し
ょ
う
ま
ん

こ
く 

う

さつき うづき やよい

足
立
別
院
便
り

　
こ
の
た
び
、
お
寺
の
外
壁
塗
装
を
十
月
中
旬
か
ら
十
二
月
下
旬
に
か

け
て
実
施
い
た
し
ま
し
た
。
期
間
中
は
騒
音
や
塗
料
の
匂
い
、
駐
車
場

の
台
数
制
限
な
ど
で
ご
不
便
を
お
か
け
い
た
し
ま
し
た
。
ご
協
力
い
た

だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
塗
装
後
の
外
壁
は
色
合
い
も
鮮
や
か
な
緑
色
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
新

た
に
お
寺
の
名
前
を
大
き
く
掲
げ
わ
か
り
や
す
く
な
り
ま
し
た
。

　
工
事
も
無
事
に
終
わ
り
、
静
か
な
日
常
が
戻
り
ま
し
た
。
皆
様
の
ご

来
院
、
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

　
毎
月
、
月
例
法
要
と
動
物
健
康
祈
願
を
行
っ
て
い
ま
す
。

【
外
壁
工
事
完
了
の
ご
報
告
】
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仏
教
行
事
で
三さ

ん
ぶ
つ仏
会え

の
一
つ
、
涅
槃
会
を
２
月
９
日
朝
の
勤ご

ん
ぎ
ょ
う行
と
し
て
日
曜
坐
禅

会
の
皆
さ
ん
、
職
員
と
共
に
粛

し
ゅ
く
し
ゅ
く々と
執と

り
行
な
い
ま
し
た
。

　

涅
槃
会
と
は
お
釈
迦
様
が
亡
く
な
っ
た
日
（
２
月
15
日
）
に
行
な
わ
れ
る
命
日
法

要
で
す
。
お
釈
迦
様
が
亡
く
な
る
前
に
弟
子
た
ち
に
説
い
た
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

　
「
自じ

灯と
う

明み
ょ
う、
法ほ

う
と
う灯
明み

ょ
う」

　

お
釈
迦
様
の
教
え
（
法
）
を
支
え
と
し
、
他
人
を
頼
り
と
せ
ず
己
自
身
を
拠よ

り
所

ど
こ
ろ

と
し
て
生
き
な
さ
い
と
云
う
意
味
で
す
。

　

仏
教
は
自
分
自
身
で
自
覚
し
て
教
え
に
従
い
実
践
し
て
い
く
た
め
の
宗
教
で
す
。

　

涅
槃
会
で
は
命
日
の
法
要
で
あ
り
、
お
釈
迦
様
の
教
え
を
あ
ら
た
め
て
認
識
い
た

し
ま
し
ょ
う
。

―
涅ね

槃は

ん

会え 

報
告
―
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▼
今
年
に
入
り
鐘し

ょ
う
ろ
う楼

の
工
事
が
い
っ
き
に

進
め
ら
れ
ま
し
た
。

私
が
お
休
み
し
て
い
る
間
に
、
高
所

に
あ
る
鐘
楼
か
ら
釣つ

り
が
ね鐘

が
取
り
外
さ

れ
て
お
り
ま
し
た
。
重
さ
お
お
よ
そ

６
０
０
㎏
あ
っ
た
の
に
ど
う
や
っ
て
？

い
ま
だ
な
ぞ
で
す
。

ま
た
、
新
鐘
楼
は
旧
来
の
伝
統
的
工
法

の
木き

組ぐ
み

で
建
て
ら
れ
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
の
ぞ
い
て
見
ま
し
た
が
、

立
派
な
感
じ
で
す
。

出
来
上
り
が
楽
し
み
で
す
。

合　

掌

　
　
　
　

乙
巳
弥
生


