
〈
略
歴
〉

一
九
七
二
年
生
ま
れ
。
大
谷
大

学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
真
宗

学
満
期
退
学
。
二
〇
〇
七
年
博

士
（
文
学
）取
得
。
二
〇
〇
七
年

大
谷
大
学
講
師
、
現
在
に
至
る
。 

時
代
へ
の
視し

座ざ

を

親
鸞
聖
人
に
学
ぶ

藤ふ
じ

元も
と

雅ま
さ

文ふ
み
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☎
テ
レ
ホ
ン
法
話
〈
０
５
７
７
（
３４
）
２
３
１
３
〉　

○
４
月
２１
日
～
３0
日
…
山
本
憲
人
氏
［
寳
藏
寺
］　

○
5
月
１
日
～
１0
日
…
五
辻
元
駐
在
教
導
［
教
務
所
］　

○
5
月
１１
日
～
２0
日
…
江
馬
雅
臣
氏
［
賢
誓
寺
］　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宗
教
ト
ラ
ブ
ル
ＦＡＸ
相
談
窓
口
〈
０
５
７
７－

３
２－

０
７
６
３
〉
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に
お
い
て
も
、
自
分
の
都
合

の
範
囲
で
の
み
「
支
援
」
に

関
わ
ろ
う
と
す
る
課
題
を

は
っ
き
り
と
教
え
ら
れ
た
。

し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
自
覚

し
た
う
え
で
、
な
お
支
援
を

必
要
と
し
て
い
る
人
と
ど
の

よ
う
な
意
義
の
あ
る
関
わ
り

が
可
能
な
の
か
、
そ
の
こ
と

が
分
か
ら
な
い
ま
ま
で
あ
っ

た
。こ

の
言
葉
を
聞
い
た
し
ば

ら
く
後
で
あ
っ
た
が
、
私
に

は
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い

言
葉
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。

そ
れ
は
岩
手
県
宮み

や

古こ

市
で
震

災
当
初
か
ら
支
援
に
あ
た
っ

て
い
た
先
輩
が
、
真
宗
学
を

学
ぶ
学
生
た
ち
の
前
で
講
演

を
し
た
時
の
言
葉
で
あ
る
。

そ
の
先
輩
は
、
講
演
の
最
後

を
次
の
よ
う
に
結
ば
れ
た
。

「
本
当
に
も
と
め
ら
れ
て
い

る
の
は
、
支
援
す
る
―
支
援

さ
れ
る
と
い
う
関
係
を
超
え

て
、
人
と
し
て
出
あ
う
こ
と

だ
」
と
。

思
え
ば
、
親
鸞
聖
人
は
生

涯
に
わ
た
っ
て
自
ら
を
「
師
」

と
い
う
立
場
に
決
し
て
置
か

な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
具
体

的
に
は
「
い
な
か
の
ひ
と

び
と
」
の
中
に
「
わ
れ
ら
」

を
見
出
し
共
に
御お

ん

同ど
う

朋ぼ
う

と
し

て
生
き
あ
う
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
「
わ
れ
ら
」
と
は

貪む
さ
ぼり
、
怒
り
、
憎
し
み
の
心

が
な
く
な
る
こ
と
の
な
い
身

を
生
き
て
い
る
凡
夫
と
し
て

一
点
も
変
わ
る
こ
と
の
な
い

「
わ
れ
ら
」で
あ
り
、
業ご

う

縁え
ん

の
関
わ
り
の
中
を
生
き
る

「
わ
れ
ら
」
で
あ
る
。

「
支
援
す
る
―
支
援
さ
れ

る
と
い
う
関
係
を
超
え
て
、

人
と
し
て
出
あ
う
」
と
い
う

こ
と
は
、「
わ
れ
ら
」
と
い

う
関
係
を
生
き
て
い
る
自
己

の
あ
り
方
に
深
く
う
な
づ
く

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ

は
「
わ
れ
ら
」
全
体
を
照
ら

し
出
し
、
支
え
る
視
座
が
な

い
か
ぎ
り
成
り
立
た
な
い
こ

と
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
聖
人
は
、

誰
一
人
決
し
て
見
捨
て
な
い

と
誓
わ
れ
た
本
願
に
、「
わ

れ
ら
」
が
生
き
る
世
界
を
問

い
、
照
ら
し
出
す
根
拠
を
見

出
さ
れ
た
。
そ
の
本
願
の
教

え
に
、
課
題
の
絶
え
な
い
時

代
へ
の
視
座
を
学
び
つ
つ
歩

ん
で
い
く
こ
と
、
そ
の
こ
と

が
私
自
身
に
問
わ
れ
て
い
る

と
切
に
思
う
。

あ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
、

二
〇
一
五
年
の
出
来
事
を
振

り
返
る
と
二
十
一
世
紀
は

「
テ
ロ
の
世
紀
」
と
後
の
世

の
人
々
か
ら
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
語
っ

て
い
た
。
そ
の
言
葉
が
、
胸

に
突
き
刺
さ
っ
た
ま
ま
、
普

段
は
忘
れ
て
い
て
も
時
々
う

ず
く
よ
う
に
よ
み
が
え
っ
て

く
る
。

こ
の
よ
う
に
時
代
、
社
会

の
現
状
に
眼ま

な

差ざ

し
を
向
け
、

言
葉
に
し
、
発
信
す
る
人
の

存
在
は
、
時
代
社
会
の
認
識

に
と
っ
て
重
要
で
あ
ろ
う
。

た
だ
一
方
で
私
は
現
代
と
は

ど
の
よ
う
な
時
代
で
あ
る
の

か
を
言
葉
に
す
る
前
に
、
そ

の
問
い
を
、
ど
の
よ
う
に
問

う
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ

い
て
退た

い

一い
っ

歩ぽ

し
て
考
え
、
確

か
め
る
必
要
が
あ
る
と
感
じ

て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
例
え

ば
「
テ
ロ
」
と
い
う
出
来
事

に
は
、
ま
ず
そ
れ
を
行
う
者

の
理
由
や
背
景
が
存
在
し
、

ま
た
そ
れ
に
巻
き
込
ま
れ
危

害
を
受
け
、
後
遺
症
な
ど
を

抱
え
て
生
き
ざ
る
を
え
な
い

方
々
が
い
る
。
そ
の
人
々
の

生
き
た
声
に
向
き
合
う
こ
と

な
く
、
自
分
の
都
合
に
合
わ

せ
て
生
活
す
る
自
分
自
身

が
、
ど
こ
で
時
代
を
問
う
こ

と
が
で
き
る
の
か
、そ
れ
は

不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
の

か
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

東
日
本
大
震
災
の
後
に
、

福
島
か
ら
京
都
に
避
難
し
て

生
活
を
つ
づ
け
て
い
る
方
が
、

自
ら
の
思
い
を
次
の
よ
う
に

語
っ
て
い
た
。
当
初
福
島
か

ら
の
避
難
を
こ
こ
ろ
よ
く
支

援
し
て
く
れ
た
人
た
ち
へ
の

感
謝
の
念
は
今
も
変
わ
る
こ

と
が
な
い
。
け
れ
ど
も
、
避

難
生
活
が
長
引
く
に
つ
れ
、

支
援
す
る
人
と
の
関
わ
り
が

変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
避
難

当
初
は
支
援
す
る
―
支
援
さ

れ
る
と
い
う
関
係
と
し
て
あ
っ

た
も
の
が
、
い
ま
は
支
配
す

る
―
支
配
さ
れ
る
と
い
う
関

係
の
中
で
生
活
せ
ざ
る
を
え

な
い
と
い
う
実
感
が
あ
る
、

と
。支

援
が
支
配
に
変
わ
っ
て

い
く
、
こ
の
こ
と
は
特
殊
な

こ
と
だ
と
私
に
は
思
え
な
か
っ

た
。
む
し
ろ
「
支
援
」
が
自

己
中
心
的
な
他
者
と
の
関
わ

り
の
延
長
上
に
な
さ
れ
て
い

る
限
り
、
人
間
に
起
こ
っ
て

く
る
不ふ

可か

避ひ

の
問
題
で
あ
ろ

う
。
自
分
が
都
合
よ
く
現
代

の
問
題
を
切
り
取
っ
て
理
解

し
た
つ
も
り
に
な
る
よ
う
に
、

支
援
と
い
う
具
体
的
な
行
動

　

オ
ウ
ム
真
理
教
の
事
件
か
ら
20
年
。
カ
ル

ト
宗
教
は
収
束
し
た
問
題
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
今
も
様
々
な
勧
誘
方
法
を
駆く

使し

し
て
、

入
信
し
た
信
者
に
全
て
を
委ゆ

だ

ね
さ
せ
、
そ
の

人
の
自
由
な
思
考
や
判
断
を
奪
い
支
配
し
よ

う
と
し
ま
す
。
そ
の
結
果
、
家
庭
生
活
が
破

壊
さ
れ
、
社
会
的
立
場
が
失
わ
れ
経
済
的
に

も
追
い
つ
め
ら
れ
る
と
い
う
事
象
が
起
こ
っ

て
い
ま
す
。

　

親
元
を
離
れ
て
新
し
い
学
生
生
活
が
始

ま
っ
た
こ
の
時
期
、
家
や
こ
れ
ま
で
の
友
だ

ち
と
も
別
れ
て
一
人
不
安
の
多
い
時
で
も
あ

り
ま
す
。
そ
ん
な
時
カ
ル
ト
は
、
と
て
も
優

し
く
親
し
げ
に
声
を
か
け
て
友
人
関
係
を
作

り
な
が
ら
、
言
葉
巧た

く

み
に
誘
っ
て
き
ま
す
。

　

そ
の
勧
誘
に
つ
い
て
は
、
大
学
な
ど
も
注

意
を
呼
び
か
け
る
の
で
構
内
で
誘
う
こ
と
は

少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
現
在
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
介
し
て
新
入
生
歓
迎
の
催も

よ
お

し
、
就

活
セ
ミ
ナ
ー
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
サ
ー
ク
ル
な

ど
の
呼
び
か
け
や
個
人
的
接
触
か
ら
勧
誘
に

入
る
ケ
ー
ス
が
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
様
々
な
サ
ー
ク
ル
や
活
動
へ
の

呼
び
か
け
が
い
つ
も
カ
ル
ト
の
勧
誘
で
あ
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
肝
心
な
こ
と
は
、

た
ま
た
ま
出
会
っ
た
誘
い
が
カ
ル
ト
の
勧
誘

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
深
み
に
嵌は

ま

る
前
に

引
き
返
す
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
必

要
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
問
題
が
あ
る
こ
と

を
し
っ
か
り
知
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
す
。

　

真
宗
大
谷
派
で
は
、
こ
う
し
た
問
題
を

知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
学
生
向
け
の
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
を
用
意
し
て
い
ま
す
。
ご
入
り

用
の
方
は
教
務
所
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

カルト問題の詳細に
ついてはこちら

大
学
な
ど
の
新
入
生
が
い
る
ご
家
庭
へ

要
注
意
！

あ
な
た
は
狙
わ
れ
て
い
る

あ
な
た
は
狙
わ
れ
て
い
る

あ
な
た
は
狙
わ
れ
て
い
る



憶念寺・水ふきの龍
明和４年の大火で村の大半を焼失したが、本堂は
残った。それから向拝の龍が水をふいて消したとい
う伝説が伝わっている。
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定
例
法
座
・
法
話
（
午
後
１
時
か
ら
）　
○
４
月
２7
日（
水
）…
出
雲
路
善
公
輪
番　

○
４
月
２8
日（
木
）…
大
楢
顕
真
氏
［
楢
谷
寺
］　

○
5
月
１
日（
日
）…
廣
瀬
堪
［
頓
乘
寺
］　

○
5
月
１１
日（
水
）…
出
雲
路
善
公
輪
番　

○
5
月
１３
日（
金
）…
竹
田
和
貴
氏
［
慈
雲
寺
］

記事についてのお問い合わせは高山教務所まで ☎（0577）32-0776「ひだご坊」ホームページ近日オープンします。

　

宗祖御遠忌記念事業
高山別院本堂屋根御修復工事着工
　第一期工事起工式が

執り行われました

御遠忌御修復懇志金御進納状況

　４月12 日、桜の花満開のなか別院本堂屋根葺き替え工事の起工式が執り行
われました。
　起工式には、別院関係者、御遠忌委員会役職者をはじめ、このたびの記念
事業の設計監理をいただく白鳥修設計士、施工業者である株式会社中村社寺
の加藤雅康代表取締役社長にご臨席いただきました。
　式の最後には、工事の着工を祝して乾杯が行われ、発声をされた高山別院責
任役員の辻鉄太郎氏から、ようやく工事に着手することができた慶びと、今後
も念仏の道場として高山別院を守り伝えていく決意が強く語られました。
　現在、仮設足場の設置作業が進められており、5月には既設瓦の撤去作
業、6月から9月にかけて屋根下地工事、銅板葺工事が行われ、高山別院報恩講
前の10月末までには工事が完了する予定です。

御納金を賜りました皆さま方には、心より御礼申し上げます。また、今後とも、
懇念を賜りますようお願い申し上げます。

７6，８０６，０００円（4月14日現在）

日　

時　

5
月
21
日
（
土
）

　
　
　
　

午
前
10
時
か
ら

会　

場　

高
山
別
院

内　

容　

母
の
日
ス
ペ
シ
ャ
ル

　

※
ゲ
ー
ム
、
オ
カ
リ
ナ
演
奏

対　

象　

小
学
生

参
加
自
由
・
無
料

主　

催　

高
山
一
組

　

次
回
は
藤
場
芳
子
さ
ん
の
「
女
と

男
の
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
⑬
」
で
す
。

　
　

人
間
を
深
く
悲
し
む
親
鸞

　

わ
が
こ
こ
ろ
の
よ
く
て

　

こ
ろ
さ
ぬ
に
は
あ
ら
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
歎
異
抄
』

　

親
鸞
聖
人
の
言
葉
で
す
。
親
鸞
聖
人

は
、
自
分
の
心
が
よ
い
か
ら
人
を
殺
さ
な

い
の
で
は
な
く
、
た
ま
た
ま
縁
が
熟
し
て

い
な
い
か
ら
人
を
殺
し
て
い
な
い
だ
け
だ
、

と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　
「
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
」
と
言
っ
た

の
で
は
な
く
、
私
も
縁
さ
え
熟
せ
ば
百

人
や
千
人
も
の
人
を
殺
し
て
し
ま
え
る

人
間
で
あ
る
、
と
告
白
さ
れ
た
の
で
す
。

　

自
分
中
心
に
一
切
の
こ
と
を
考
え
、

相
手
を
平
気
で
傷
つ
け
、
し
か
も
そ
の
こ

と
に
痛
み
す
ら
感
じ
な
い
も
の
、
人
間
。

　

親
鸞
聖
人
は
、
仏
さ
ま
の
智
慧
の
光

に
照
ら
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
人

間
存
在
を
深
く
悲
し
ま
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
「
さ
る
べ
き
業ご

う

縁え
ん

の
も
よ
お
せ
ば
、

い
か
な
る
ふ
る
ま
い
も
す
べ
し
」（『
歎

異
抄
』）
と
い
う
身
の
事
実
を
直

ち
ょ
く

視し

さ

れ
た
の
で
す
。

　

光
に
出
会
う
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、

光
に
照
ら
さ
れ
な
が
ら
自
ら
の
闇
を
知

る
と
い
う
こ
と
。
そ
の
こ
と
を
大
切
に

し
た
い
も
の
で
す
。

　
　

出
会
い
を
求
め
る
人
々

　

保
育
士
だ
っ
た
妻
が
、
お
寺
を
会
場
に

「
子
育
て
サ
ロ
ン
」
と
い
う
動
き
を
は
じ

め
て
四
年
が
過
ぎ
ま
し
た
。「
い
ち
ご
のへ

や
」
と
名
付
け
ら
れ
た
そ
の
サ
ロ
ン
は
毎

月
一回
開
催
さ
れ
、
子
育
て
中
の
母
親
や

乳
幼
児
た
ち
が
集
ま
って
き
ま
す
。

　

参
加
者
は
毎
回
十
組
以
上
。
予
想
よ

り
も
多
く
の
方
々
が
参
加
さ
れ
ま
す
。

そ
の
背
景
に
は
、
核
家
族
化
が
進
み
、

ひ
と
り
で
子
育
て
を
し
て
い
る
母
親
が
増

え
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
ら
の
人
々

が
子
育
て
中
の
仲
間
や
先
輩
た
ち
と
の

出
会
い
を
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ

る
よ
う
で
す
。

　

若
い
母
親
た
ち
と
の
会
話
の
中
で
、
時

お
り
気
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

「
私
、
こ
の
子
が
か
わ
いい
と
思
え
な
い
時

が
あ
る
ん
で
す
」。
絞
り
出
す
よ
う
に
そ

う
語
っ
た
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は

ま
る
で
、
彼
女
の
心
の
底
か
ら
の
叫
び
声

の
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。

　

妻
は
そ
の
母
親
に
寄
り
添
い
、
じ
っ
く

り
と
話
を
聞
き
ま
す
。
そ
し
て
、
自
分

の
体
験
を
相
手
に
届
け
て
い
き
ま
す
。

　
　

ど
こ
に
も
届
か
な
い
声　

　

昨
年
警
察
が
、
虐ぎ

ゃ
く
た
い待
を
受
け
て
い
る

と
児
童
相
談
所
に
通
告
し
た
人
数
は
、

三
万
七
千
二
十
人
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

大
人
が
子
ど
も
に
虐
待
を
し
て
し
ま
う

こ
と
が
、
今
や
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

自
分
を
表
現
す
る
言
葉
を
持
た
な
い

幼
い
子
ど
も
た
ち
が
、
暴
力
や
暴
言
な

ど
に
よ
って
抑
え
込
ま
れ
、
心
身
を
傷
つ

け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
時
に

い
の
ち
を
奪
わ
れ
て
い
く
の
で
す
。

　

そ
こ
に
は
切
実
な
叫
び
声
が
あ
っ
た
は

ず
で
す
。
声
に
さ
え
な
ら
な
い
う
め
き

声
が
響
い
て
い
た
は
ず
で
す
。

　

し
か
し
、
叫
び
声
や
う
め
き
声
は
、

ど
こ
に
も
届
く
こ
と
は
な
く
、
無
残
に

も
踏
み
に
じ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
た
。

　
　

弱
く
狭
く
悲
し
い
存
在

　

人
間
は
、
自
分
の
思
い
通
り
に
な
ら
な

い
相
手
と
出
会
う
と
、
時
に
怒
り
を
抱

き
、
相
手
が
ま
る
で
鬼
の
よ
う
に
見
え

て
く
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

私
も
三
人
の
子
ど
も
を
育
て
る
中
で
、

思
い
通
り
に
な
ら
な
い
子
ど
も
た
ち
に
対

し
て
、
時
に
怒
り
を
抱
き
な
が
ら
接
し

て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
相
手

が
自
分
を
困
ら
せ
る
鬼
の
よ
う
に
見
え

て
く
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　

虐
待
と
い
う
行
為
が
わ
か
る
、
な
ど

と
言
う
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
虐
待

を
正
当
化
す
る
こ
と
は
、
絶
対
に
し
て

は
な
ら
な
い
こ
と
で
す
。

　

し
か
し
、
人
間
は
、
思
い
通
り
に
な

ら
な
い
現
実
に
直
面
し
た
時
、
誰
も
が

自
ら
の
内
か
ら
鬼
の
よ
う
な
心
が
沸わ

き

起
こ
っ
て
来
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
に
も
思
い
当
た
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

私
も
本
質
的
に
同
じ
問
題
を
抱
え
て
い

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

自
分
の
子
を
虐
待
に
よ
っ
て
死
に
追
い

や
っ
て
し
ま
っ
た
人
が
い
ま
す
。
そ
の
人

は
力
が
あ
る
か
ら
暴
力
を
ふ
る
っ
た
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
人
は
、
暴
力
に
頼
ら
ざ
る
を
得

な
い
ほ
ど
、
相
手
と
対
話
を
す
る
力
を

持
た
ず
、
弱
く
て
、
狭
く
て
、
悲
し
む

べ
き
存
在
だ
っ
た
の
で
す
。
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会
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氏
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東
京
教
区
長
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寺
）
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抄
第
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「
は
か
ら
い
を

超
え
て
」 

聴
講
料　

５
０
０
円

主　

催　

高
山
二
組
若
声
会
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家
族
で
語
ろ
う

の
人
々
の
間
で
は
伝
わ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

一
九
七
〇
（
昭
和
四
十
五
）
年
、
ダ
ム

の
建
設
が
進
み
、
村
の
集
落
は
水
没
す
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
憶
念
寺
は
古
川
町

へ
移
転
し
、
新
し
く
本
堂
を
建
立
し
ま
し

た
。
旧
本
堂
は
、
焼
失
し
て
し
ま
っ
て
い

た
神
岡
町
の
福ふ

く

寿じ
ゅ

寺じ

（
曹
洞
宗
）
の
本
堂

と
し
て
移
築
さ

れ
ま
し
た
。

　

向
拝
に
あ
っ

た
水
ふ
き
の
龍

の
彫
刻
は
取
り

外
さ
れ
て
、
現

在
は
憶
念
寺
に

保
管
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と

で
す
。

飛騨の真宗

伝承散歩㉓水ふきの龍
　

一
七
六
七
（
明
和
四
）
年
、
現
在
の
飛
騨

市
河
合
町
保ほ

の
集
落
で
大
火
事
が
起
こ
り

ま
し
た
。
村
中
が
火
の
海
と
な
り
、
村
に

あ
っ
た
憶お

く

念ね
ん

寺じ

に
も
火
の
手
が
移
り
ま
し

た
。
村
人
や
門
徒
た
ち
は
本
堂
を
燃
や
し

て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
と
、
無む

我が

夢む

中ち
ゅ
う

で
消
火
に
あ
た
り
ま
し
た
。
そ
の
か
い
も

あ
っ
て
、
本
堂
は
全
焼
を
免
れ
ま
し
た
。

　

と
に
か
く
必
死
で
消
火
し
た
た
め
、
消

火
活
動
の
様
子
は
誰
も
は
っ
き
り
覚
え
て

い
な
い
よ
う
で
し
た
。
あ
れ
だ
け
の
大
火

事
だ
っ
た
の
に
、
本
堂
が
全
焼
し
な
か
っ

た
こ
と
は
よ
く
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
と
て

も
不
思
議
な
こ
と
で
し
た
。

　

憶
念
寺
の
本
堂
の
向ご

拝は
い

（
本
堂
の
屋
根

の
中
央
が
張
り
出
し
た
部
分
、
本
堂
入
り

口
の
屋
根
部
分
の
こ
と
）
に
は
、
龍
の
彫

刻
が
あ
り
ま
し
た
。「
あ
の
龍
が
水
を
ふ
い

て
本
堂
を
守
っ
て
く
れ
た
ん
や
」
と
、
村

酒さ
か

井い

義よ
し

一か
ず

　
私
を
照
ら
す

　
ひ
か
り
の
言
葉
⑬


