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編
集
後
記

令
和
四
年

　
明
星
院
行
事
予
定
表

奉
祈

天
下
泰
平

万
民
豊
楽

恭
礼
三
宝

第
一
条
﹁
和
を
以
っ
て
貴
し
と
為
す
﹂
で
始

ま
る
十
七
条
の
憲
法
で
は
第
二
条
に
﹁
篤
く

三
宝
を
敬
え
。
三
宝
と
は
仏
法
僧
な
り
。﹂

と
謳
わ
れ
て
い
ま
す
。
即
ち
仏
と
は
悟
り
を

開
い
た
人
、
法
と
は
仏
の
説
い
た
教
え
、
僧

は
そ
の
教
え
を
ひ
ろ
め
る
僧
の
こ
と
で
す
。

　
今
か
ら
千
四
百
余
年
前
、
聖
徳
太
子
は
、
物
部

守
屋
を
討
伐
せ
ん
と
河
内
稲
村
城
へ
向
う
途
中
、

大
和
国
信
貴
山
に
至
り
ま
し
た
。
天
空
遥
か
に
毘

沙
門
天
王
が
御
出
現
さ
れ
、
必
勝
の
秘
法
を
授
か

り
ま
し
た
。
そ
の
時
は
奇
し
く
も
寅
の
年
、
寅
の

日
、
寅
の
刻
（
明
け
方
三
時
～
五
時
）
で
あ
り
ま

し
た
。
太
子
は
そ
の
御
加
護
で
勝
利
し
、
自
ら
天

王
の
御
尊
像
を
刻
み
伽
藍
を
創
建
、
信
ず
べ
し
貴

ぶ
べ
き
山
﹃
信
貴
山
﹄
と
名
付
け
ま
し
た
。
以

来
、
寅
が
三
つ
重
な
る
と
聖
徳
太
子
に
あ
や
か
っ

て
﹁
毘
沙
門
さ
ま
の
御
利
益
が
い
た
だ
け
る
﹂
と

言
い
伝
え
ら
れ
、﹁
寅
﹂
の
こ
と
は
﹁
福
﹂
が
授

か
る
﹁
福
寅
﹂
と
呼
ば
れ
て
き
ま
し
た
。
又
、
七

福
神
の
中
で
も
福
随
一
と
い
わ
れ
、
商
売
繁
盛
・

金
運
如
意
・
福
徳
開
運
の
福
の
神
と
し
て
篤
く
信

仰
さ
れ
て
い
ま
す
。

元
旦

壬
寅

当
山
所
蔵

福
寅

つ
い
に
行ゆ

く　

道み
ち

と
は
か
ね
て　

聞き

き
し
か
ど

昨き

の

う日
今き

ょ

う日
と
は　

思お
も

わ
ざ
り
し
を

　
平
安
貴
族
の
中
で
も
、
美
貌
を
謳
わ
れ
た
在

あ
り
わ
ら
の原

業な
り
ひ
ら平

の
詠
ん
だ
歌
と
い
う
の
が
憎
い
で
す
ね
。
業
平

さ
ん
も
死
ぬ
の
が
怖
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
な
ん
の
か
ん
の
と
い
い
な
が
ら
、
結
局
み
ん
な
あ

ち
ら
の
世
界
に
旅
立
つ
の
で
す
よ
。
わ
か
っ
て
は
い

る
の
で
す
が
、
そ
れ
が
い
つ
な
の
か
が
わ
か
り
ま
せ

ん
。
わ
か
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
て
毎
日
を

平
々
凡
々
と
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
も
事
実
で
す

が
ね
。

　
も
し
自
分
の
最
後
が
わ
か
っ
た
ら
、
み
な
さ
ん
は

平
静
で
い
ら
れ
ま
す
か
。
ガ
ン
と
い
う
病
は
、
転
移

の
進
行
状
況
で
余
命
が
わ
か
る
そ
う
で
す
。
お
医
者

さ
ん
が
、﹁
大
丈
夫
だ
か
ら
﹂
と
い
う
禅
の
高
僧
に
、

ガ
ン
を
告
知
し
た
途
端
う
ろ
た
え
て
し
ま
い
、
数
个

月
で
亡
く
な
っ
た
と
い
う
有
名
な
話
が
あ
り
ま
す
。

　
　

生
れ
て
は　

死
ぬ
る
な
り
け
り　

押
し
な
べ
て

　
　
　
　
　
　
　

釈
迦
も
達
磨
も　

猫
も
杓し

ゃ
く
し子

も

こ
れ
は
一
休
禅
師
の
歌
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

﹁
生
れ
た
か
ら
に
は
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
心
理
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
だ
れ
も
で
き
ん
。
お
釈

迦
さ
ま
も
達
磨
大
師
も
、
さ
ら
に
は
猫
も
杓
子
も
﹂

と
い
う
わ
け
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、余
計
な
こ
と
で
す
が
、﹁
猫
も
杓
子
も
﹂

と
い
う
の
は
ど
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う
か
。

☆﹁
先
代
の
綿
入
れ
を
着
て
去
年
今
年
﹂

☆
平
成
三
年
の
宮
沢
総
理
以
来
の
広
島

か
ら
の
岸
田
総
理
誕
生
は
奇
し
く
も
令

和
三
年
。
ご
活
躍
を
祈
り
ま
す
。

☆
五
日
よ
り
寒
に
入
り
ま
す
。
寒
さ
絶

頂
と
い
わ
れ
る
大
寒
は
二
十
日
、
ど
う

ぞ
く
れ
ぐ
れ
も
お
身
体
御
自
愛
下
さ

い
。

一
月
一
日
～
三
日

　

修
正
会
・
新
年
初
祈
祷

一
月
二
十
一
日

　

大
師
堂
・
御
影
堂
地
鎮
祭

一
月
三
十
日

　

開
運
厄
除
祈
願
節
分
星
祭

三
月
二
十
一
日

　

春
季
彼
岸
会

六
月
中
旬

　

大
師
堂
・
御
影
堂
上
棟
式

八
月
上
旬

　

お
盆
勤
め

八
月
十
三
日

　

う
ら
盆
施
餓
鬼
会

九
月
二
十
三
日

　

秋
季
彼
岸
会

十
二
月
十
一
日

　

赤
穂
義
士
討
入
り
大
祭

　
こ
れ
は
﹁
猫
が
杓
子
で
飯
を
盛
っ
た
﹂
な
ど
と
い

う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。﹁
杓
子
﹂
と
い
う
の
は

﹁
釋し
ゃ
く
し子
﹂
で
、釈
迦
の
子
ど
も
、す
な
わ
ち
﹁
坊
さ
ん
﹂

の
こ
と
で
す
。﹁
猫
﹂
と
い
う
の
は
﹁
禰ね

ぎ宜
﹂
が
訛
っ

た
も
の
で
す
。
禰
宜
と
は
ご
存
じ
で
し
ょ
う
が
﹁
神

主
さ
ん
﹂
の
こ
と
で
す
ね
。
と
い
う
こ
と
は
、
坊
さ

ん
も
神
主
さ
ん
も
、
共
に
死
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
説
で
は
、﹁
女
子
（
め

こ
）
も
弱
子
（
じ
ゃ
く
し
・
子
ど
も
の
意
）
も
﹂
が

転
じ
た
と
も
い
う
そ
う
で
す
。
と
も
か
く
、﹁
誰
も

か
れ
も
み
ん
な
﹂
と
い
う
意
味
で
す
ね
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
私
た
ち
は
仏
さ
ま
の
お
迎
え
が

い
つ
来
て
も
い
い
よ
う
に
、
そ
れ
な
り
の
準
備
を
し

て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。【
立
つ
鳥
跡
を
濁
さ
ず
】

と
い
い
ま
す
も
の
ね
。

　
　

朝
夕
に　

な
で
さ
す
り
た
る　

黒
髪
も

　
　
　
　
　
　

老
い
て
白し

ら
が髪

と　

な
り
に
け
る
か
な

　
こ
ん
な
感
慨
を
持
た
れ
る
方
も
多
い
と
お
も
い
ま

す
。
し
か
し
、
だ
れ
し
も
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
な
ん

で
す
。
考
え
て
み
る
と
、
自
ら
す
す
ん
で
年
を
取
っ

た
と
い
う
人
は
い
ま
せ
ん
。
意
識
す
る
し
な
い
か
に

か
か
わ
ら
ず
、
勝
手
に
時
間
は
過
ぎ
て
ゆ
き
ま
す
。

そ
の
過
ぎ
行
く
時
間
と
折
り
合
い
を
つ
け
、
う
ま
く

付
き
合
っ
て
ゆ
く
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
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大
師
堂
・
御
影
堂

　
　
　
　
　

新
築
工
事
経
過
報
告

　
新
春
を
迎
え
謹
ん
で
檀
信
徒
ご
一
同
様
の
ご
健
勝

ご
多
幸
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。
平
素
は
当
山
興

隆
の
た
め
に
ご
芳
情
を
戴
き
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま

す
。

　
こ
の
た
び
ご
依
頼
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
よ
う
に

大
師
堂
・
御
影
堂
新
築
事
業
に
つ
き
ま
し
て
、
格
別

の
ご
高
配
を
賜
り
有
難
く
衷
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。
お
陰
を
も
ち
ま
し
て
、
志
納
金
申
込
額
も
当

初
の
予
想
を
上
回
る
見
通
し
で
、
入
金
状
況
も
堅
調

に
推
移
致
し
て
お
り
ま
す
。

　
さ
て
、
当
事
業
は
平
成
三
十
年
に
発
願
し
、
本
尊

弘
法
大
師
御
影
（
三
体
）・
十
二
大
弟
子
尊
像
・
弘

法
大
師
御
一
代
記
・
高
野
山
絵
図
・
御
遺
告
の
表
装

が
完
成
し
、
昨
年
中
に
土
地
整
備
を
終
え
て
お
り
ま

す
。
年
が
改
ま
っ
て
、付
帯
工
事
が
始
ま
り
地
鎮
祭
、

基
礎
工
事
、上
棟
式
へ
と
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
又
、

本
尊
の
脇
仏
と
し
て
安
置
す
る
金
剛
薩
埵
・
弥
勒
菩

薩
は
、
京
都
大
仏
師
松
本
明
慶
師
に
依
頼
し
一
刀
三

礼
の
も
と
両
尊
像
を
製
作
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　
本
年
十
二
月
末
日
の
竣
工
引
き
渡
し
に
向
け
て
、

少
し
づ
つ
設
計
通
り
の
堂
々
た
る
偉
容
を
表
し
て
ま

い
り
ま
す
。
続
い
て
来
年
早
々
よ
り
仏
像
仏
具
の
荘

厳
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

御
朱
印
こ
ぼ
れ
話

　

納
経
（
御
朱
印
）
と
は
、
参
拝
者
が
写
経
を
お
寺
に
奉
納
し
、
そ
の

受
領
の
証
と
し
て
納
経
（
御
朱
印
）
を
授
与
し
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。

現
在
は
参
拝
し
た
記
念
と
し
て
志
納
金
で
い
た
だ
け
ま
す
。

　

大
変
好
評
を
い
た
だ
い
て
い
る
当
山
に
安
置
し
て
い
る
仏
像
七
体

（
左
記
以
外
に
千
手
観
世
音
と
不
動
明
王
）
の
御
尊
像
印
の
御
朱
印
に

加
え
、
新
た
に
切
り
絵
二
体
の
御
朱
印
が
作
ら
れ
授
与
さ
れ
て
い
ま
す
。

吉
祥
切
り
絵
御
朱
印

本
尊
千
手
観
音
菩
薩
を
表
現

し
、
蓮
華
王
と
は
そ
の
別

称
で
す
。
四
十
手
に
各
々

二
十
五
の
御
利
益
が
あ
る
と

さ
れ
、
四
十
×
二
十
五
で
千

と
な
る
。
そ
れ
に
合
掌
・
定

印
を
加
え
、頭
上
に
十
一
面
、

更
に
頂
上
に
阿
弥
陀
仏
が
付

い
て
い
ま
す
。

護
摩
堂
本
尊
不
動
明
王
を

表
現
し
、
阿
遮
羅
と
は
そ

の
別
称
で
す
。
岩
上
に
座

し
、
右
手
に
宝
剣
左
手
に

羂
索
を
持
ち
ま
す
。
火
焔

を
背
に
、
真
正
面
に
目
を

開
き
偉
丈
夫
の
姿
に
作
成

さ
れ
て
い
ま
す
。

阿弥陀如来 薬師如来 毘沙門天

弘法大師 地蔵菩薩

千手観世音不動明王

御影堂　本尊

薩埵とは

　　金剛薩埵

慈氏とは

　　弥勒菩薩
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被
爆
樹
木
イ
チ
ョ
ウ
無
残

　
樹
齢
約
百
五
十
年
と
推
定
さ
れ
る
境
内
の
イ

チ
ョ
ウ
は
、
昭
和
二
十
年
八
月
六
日
に
被
爆
し
ま

し
た
が
奇
跡
的
に
樹
勢
を
復
活
さ
せ
て
、
毎
年
秋

に
は
黄
葉
の
絨
毯
と
、
た
わ
わ
に
実
る
銀
杏
は
風

物
詩
で
し
た
。
昭
和
六
十
二
年
六
月
に
落
雷
の
直

撃
を
受
け
て
樹
冠
が
裂
け
、
更
に
平
成
十
六
年
九

月
七
日
の
台
風
十
八
号
、
十
月
二
十
日
の
二
十
二

号
の
暴
風
に
よ
り
、
倒
木
は
子
安
観
音
の
光
背
を

ね
じ
曲
げ
左
手
を
寸
断
し
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
令
和
三
年
八
月
九
日
台
風
九
号
の
暴

風
雨
に
よ
り
全
て
の
枝
が
折
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
こ
れ
だ
け
の
被
害
を
受

け
ま
し
た
が
、
周
辺
の
諸
仏
と
御
堂
は
全
く
無
事

で
し
た
。

　
調
査
の
結
果
、
樹
木
の
中
心
よ
り
雨
水
が
浸
透

し
、
根
元
近
く
ま
で
腐
食
が
進
ん
で
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
も
懸
命
に
生
き
続
け
よ
う
と
新
芽
を
出
す

姿
に
は
感
銘
を
覚
え
ま
す
。
こ
の
た
び
防
腐
処
理

を
施
し
、
内
部
に
観
音
菩
薩
仏
頭
を
安
置
し
、
霊

木
と
し
て
生
命
の
尊
厳
を
讃
え
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。

弘法大師と御宇多法皇宸翰

十二大弟子十二大弟子

大師堂の四方を

守護する四獣神

玄武（北）

朱雀（南）

白
虎
（
西
）

青
龍
（
東
）

子安観音の雛型

として造られた仏頭


