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１ ４足場を組んだところ

謹
ん
で
新
春
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

旧
年
中
は
、
皆
さ
ま
の
ご
厚
情
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
を
、

篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
今
年
一
年
も
、
檀
信
徒
の
皆
さ
ま

と
一
歩
一
歩
、
歩
ん
で
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
一
歩
一
歩
」
と
い
え
ば
「
百
尺
竿
頭
進
一
歩
」
と
い
う

ひ
ゃ
く
し
ゃ
く
か
ん
と
う
に
い
っ
ぽ
を
す
す
む

禅
語
が
あ
り
ま
す
。
百
尺
の
竿
の
頂
点
に
達
し
た
と
し
て
も
、

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
る
勇
気
を
も
ち
ま
し
ょ
う
、
と

い
っ
た
意
味
で
す
。
こ
れ
は
、
修
行
し
て
さ
と
り
を
得
た
と
し

て
も
ま
だ
修
行
が
続
く
こ
と
、
そ
の
場
に
満
足
せ
ず
、
さ
ら
に

精
進
す
る
こ
と
を
示
し
た
こ
と
ば
で
す
が
、
禅
や
仏
教
に
限
ら

ず
、
学
ぶ
こ
と
に
終
わ
り
は
な
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

昨
今
で
は
、
「
生
涯
学
習
」
と
い
う
こ
と
も
い
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
「
学
習
」
「
勉
強
」
と
い
う
と
堅
苦
し
い
イ

メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
が
、
「
街
の
様
子
が
変
わ
っ
た
」
「
道
端

に
花
が
咲
い
て
い
た
」
「
本
で
知
ら
な
い
こ
と
ば
を
見
か
け
た
」

と
い
う
よ
う
に
、
常
に
新
し
い
こ
と
に
目
を
向
け
て
過
ご
す
こ

と
も
、
日
々
の
学
び
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

昨
日
の
自
分
よ
り
、
少
し
だ
け
新
し
い
自
分
へ
。
皆
さ
ま
の

一
歩
一
歩
が
よ
り
充
実
す
る
こ
と
を
心
よ
り
祈
念
申
し
上
げ
、

新
年
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。
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「慈照」 完成！！

じ し ょ う

本
来
な
ら
、
先
祖
代
々
の
お
墓

は
そ
の
代
の
家
族
が
守
っ
て
継
承

し
て
行
く
も
の
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
出
来
る
こ
と
な
ら
、

ず
っ
と
守
っ
て
い
き
た
い
と
思
う

し
、
看
て
も
ら
い
た
い
と
、
誰
で

も
そ
の
気
持
ち
は
あ
る
と
思
い

ま
す
。

し
か
し
、
核
家
族
化
・少
子
化
・

子
供
が
先
祖
代
々
の
土
地
を
出

て
新
し
い
土
地
で
の
生
活
、
と
い

う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
な
ど
昔
と

今
と
で
は
生
活
も
考
え
も
変
わ
っ

て
き
て
い
ま
す
。

そ
の
時
代
の
変
化
に
対
応
し
、

亡
く
な
っ
た
と
き
の
不
安
・悩
み
・

心
配
を
解
決
で
き
る
の
が
「
永

代
供
養
塔
」で
す
。

「
慈
照
」
と
名
づ
け
ま
し
た
。

じ
し
ょ
う

（
皆
さ
ん
が
、
辛
く
、
悲
し
い
ど
ん

な
時
で
も
慈
し
み
、
常
に
見
守
り
、

深
い
愛
情
を
掛
け
て
い
る
と
い

う
意
味
で
す
。
）

「
考
え
て
い
た
」
、
「
考
え
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
思
う
」
、
「
将
来
が

不
安
だ
」
等
の
お
悩
み
の
あ
る
方

は
、
是
非
、
お
寺
ま
で
相
談
、
お
問

い
合
わ
せ
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

と
思
い
ま
す
。

申
込
書
、
使
用
規
約
等
書
類
が

出
来
ま
し
た
の
で
、
申
し
込
ま
れ

る
方
は
、
ご
一
報
下
さ
れ
ば
と
思

い
ま
す
。

※

個
人
情
報
は
、
「
保
護
法
」

に
よ
り
守
ら
れ
ま
す
。

発
行
所

普
門
山

林
泉
寺

正月号
「
お
知
ら
せ
」

今
ま
で
、
普
段
の
年
回
供
養
は
本

堂
で
行
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
今
年

か
ら
冬
期
間
は
、
法
事
の
時
に
お
膳

を
並
べ
て
い
た
部
屋
で
行
う
事
と
い

た
し
ま
し
た
の
で
ご
理
解
、
ご
協
力

を
お
願
い
い
た
し
ま
す

。

※

ス
ト
ー
ブ
で
の
や
け
ど
、
事

故
等
に
は
十
分
注
意
し
て
頂
き
た
い

と
思
い
ま
す
。



あ
る
時
は

お
一
人
で
、
あ

る
時
は
お
二
人

で
ご
本
尊
さ
ま

の
両
脇
に
、
ま

た
あ
る
時
は
十

六
人
や
五
百
人

と
い
う
大
人
数

で
お
ま
つ
り
さ

れ
る
仏
さ
ま
が

い
る
の
を
知
っ

て
い
ま
す
か
？

そ
の
仏
さ
ま

た
ち
は
「
羅
漢

さ
ま
」
で
す
。

羅
漢
さ
ま
は
、

お
釈
迦
さ
ま
の

お

弟

子

さ

ま

の

中
で
も
、

優

れ

た

人

た

ち

の

こ

と

を

い

い

ま

す

。

そ

の

人

た

ち

の

お

名

前

は
、

イ

ン

ド

の

言

葉

「

ア

ル

ハ
ッ
ト
」

（

最

高

の

悟

り

を
得
た
、
尊
敬
や
施
し
を
う
け
る
に

ふ
さ
わ
し
い
者
の
こ
と
）
に
由
来
す

る
「
阿
羅
漢
」
が
正
式
名
称
で
す
が
、

略
し
て
「
羅
漢
」
と
も
い
い
ま
す
。

大
勢
お
ら
れ
る
羅
漢
さ
ま
た
ち
の

中
で
も
、
多
く
の
人
に
知
ら
れ
て
い

る
の
が
、
な
で
仏
と
し
て
知
ら
れ
る

〝
貧
頭
盧
尊
者
（
貧
頭
盧
さ
ま
）
〟
。

そ
し
て
、
禅
宗
の
お
寺
（
仏
殿
な
ど
）

で
、
ご
本
尊
さ
ま
の
両
脇
に
ま
つ
ら

れ
る
こ
と
の
多
い
の
が
、
お
釈
迦
さ

ま
の
後
継
で
あ
る
〝
摩
訶
迦
葉
尊
者

〟
と
、
お
釈
迦
さ
ま
の
い
と
こ
で
も

あ
る
〝
阿
難
尊
者
〟
の
組
み
合
わ
せ

で
す
。

そ
の
ほ
か
、
お
釈
迦
さ
ま
の
お
子

さ
ま
で
あ
る
〝
羅
睺
羅
尊
者
〟
は
、

心
の
中
に
仏
さ
ま
が
い
る
こ
と
を
示

す
た
め
に
、
胸
を
開
い
た
お
姿
を
し

て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
を
ま
も
る
こ

と
を
誓
っ
た
羅
漢
さ
ま
た
ち
を
「
十

六
羅
漢
」
、
さ
ら
に
お
二
人
を
く
わ

え
た
の
が
、
「
十
八
羅
漢
」
（
ち
な

み
に
林
泉
寺
は
十
八
羅
漢
で
す
）
と

い
い
ま
す
。
そ
し
て
、
最
も
人
数
の

多
い
の
が
、
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
を

確
認
す
る
集
会
に
集
ま
っ
た
羅
漢
さ

ま
た
ち
で
、
「
五
百
羅
漢
」
と
い
い

ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
、
お
寺
の
山
門
や

本
堂
内
な
ど
に
ま
つ
ら
れ
、
屋
外
で

は
石
仏
と
し
て
も
ま
つ
ら
れ
て
い
ま

す
。羅

漢
さ
ま
は
、
お
袈
裟
を
か
け
、

髪
の
毛
を
剃
っ
た
修
行
者
の
お
姿
を

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
笑
っ
た
り
怒
っ

た
り
と
、
豊
か
な
表
情
を
し
て
い
る

の
が
特
徴
で
す
。
そ

の
表
情
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
羅
漢
さ
ま
が
持
っ

て
い
る
力
を
表
現
し

て
い
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

お
寺
の
さ
ま
ざ
ま

な
場
所
に
い
ら
っ
し
ゃ

る
羅
漢
さ
ま
。
そ
ん

な
羅
漢
さ
ま
に
見
ま

も
ら
れ
な
が
ら
、
た

く
さ
ん
の
事
を
学
ん

だ
り
経
験
し
て
、
身

の
回
り
の
人
た
ち
に

と
っ
て
、
頼
り
に
な

る
存
在
に
な
れ
る
よ

う
頑
張
り
ま
し
ょ
う
。当

寺
に
も
羅
漢
さ

ま
が
あ
る
と
知
っ

て
い
ま
し
た
か
？
。

去
年
の
秋
頃
に
本

堂
の
西
側
の
窓
の

と
こ
ろ
に
奉
安
い

た
し
ま
し
た
。
十
八
羅
漢
さ
ま
で
す
。
内

容
は
上
の
説
明
で
わ
か
る
か
と
思
い
ま
す
。

こ

れ

は

、

八

戸

市

セ

リ

エ

仏

光

堂

（
（
株
）
山
村
陽
一
葬
儀
店
）
の
故
山
村

陽
一
前
社
長
の
故
人
の
持
ち
物
だ
っ
た
の

を
現
社
長
の
山
村
益
広
氏
が
、
「
こ
う
い

う
仏
像
は
お
寺
に
あ
る
べ
き
だ
」
と
の
こ

と
で
、
晋
山
の
お
祝
い
に
、
寄
附
し
て
い

た
だ
い
た
羅
漢
さ
ま
で
す
。
感
謝
、
感
謝

で
す
。
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禅
の
修
行
道
場

に
は
、
毎
日
食
事

を
作
る
「
典
座
」

と
い
う
役
割
が
あ

り
ま
す
。
多
く
の

修
行
僧
が
、
心
も

体
も
安
心
し
て
修

行
に
打
ち
込
め
る

よ
う
に
調
理
を
行

い
ま
す
。
道
元
さ

ま
は
、
そ
れ
ま
で

面
ど
う
で
、
わ
ず

ら
わ
し
い
と
思
わ

れ
て
き
た
台
所
仕

事
に
つ
い
て
、
〝

こ
れ
こ
そ
お
釈
迦

様
の
教
え
を
学
ぶ

大
事
な
修
行
で
あ

る
〟
と
し
て
『
典

座
教
訓
』
に
書
き

著
し
ま
し
た
。

典
座
を
つ
と
め

る
た
め
に
は
、
食

事
を
い
た
だ
く
人

た
ち
の
こ
と
を
思

い
、
さ
ら
に
食
材

の
命
を
生
か
し
て
い

こ
う
と
工
夫
す
る
心

が
大
切
で
す
。
さ
ま

ざ
ま
な
食
材
を
よ
く

見
極
め
て
味
付
け
を

考
え
、
し
か
も
出
来

る
だ
け
ム
ダ
の
な
い

よ
う
に
調
理
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、
普
通
は
捨

て
て
し
ま
う

か
た
い
茎
で

あ
っ
て
も
う

す
く
切
っ
て

油
で
炒
め
た

り
、
果
物
の

皮
も
漬
物
に

し
た
り
す
る

と
い
っ
た
知

恵
で
す
。
こ

れ
が
す
べ
て

を
生
か
し
切

る
典
座
の
心

で
す
。
道
元

さ
ま
は
「
食

事
を
作
る
と
き
は
、
ぼ
ん
や
り
し
た

気
持
ち
の
ま
ま
で
い
て
は
い
け
ま
せ

ん
」
と
前
置
き
し
て
、
次
の
よ
う
に

説
い
て
い
ま
す
。
「
一
茎
草
を
拈
じ

て
宝
王
刹
を
建
て
、
一
微
塵
に
入
り

て
大
法
輪
を
転
ぜ
よ
」
一
本
の
草
で

も
五
重
塔
の
よ
う
な
大
き
な
仏
塔
と

な
り
、
一
粒
の
砂
ほ
ど
の
場
所
で
も
、

お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
を
世
界
に
ひ
ろ

め
る
こ
と
が
出
来
る
ぞ
、
と
い
う
気

が
ま
え
が
大
切
な
の
で
す
。

そ
の
気
が
ま
え
と
は
、
日
常
の
思

い
こ
み
を
は

な
れ
、
ひ
た

む
き
な
修
行

の
真
心
で
調

理
に
向
か
う

こ
と
で
す
。

す
る
と
、
い

つ
の
間
に
か

自
分
の
心
は

素
直
に
な
っ

て
、
ど
ん
な

食
材
で
も
施

さ
れ
た
物
と

心
を
自
在
に

生
か
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
意

味
で
、
ふ
だ
ん
の
私
た
ち
の
生
活
も
、

典
座
の
心
に
す
べ
て
通
じ
て
い
る
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
『
典
座

教
訓
』
で
は
、
イ
ン
ド
の
あ
る
お
経

に
つ
い
て
ふ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
昔
、
お
釈
迦
さ
ま
が
マ
ガ
ダ

国
の
都
、
王
舎
城
で
弟
子
の
ア
ー
ナ

ン
ダ
（
阿
難
尊
者
）
た
ち
と
と
も
に
、

食
事
の
材
料
を
い
た
だ
く
た
め
に
托

鉢
を
な
さ
っ
て
い
た
と
き
の
こ
と
で

す
。
町
か
ど
で
二
人
の
こ
ど
も
、
ジ
ャ

ヤ
と
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
が
砂
遊
び
を
し
て

い
ま
し
た
。
お
釈
迦
さ
ま
が
そ
こ
を

通
り
か
か
る
と
、
二
人
は
そ
の
神
々

し
い
お
姿
に
、
遊
ん
で
い
る
こ
と
も

忘
れ
て
引
き
こ
ま
れ
る
よ
う
に
近
づ

き
、
礼
拝
し
て
言
い
ま
し
た
。
「
こ

れ
は
美
味
し
い
〝
麦
こ
が
し
〟
で
す
。

ど
う
ぞ
お
召
し
上
が
り
く
だ
さ
い
！
」

す
で
に
お
釈
迦
さ
ま
の
手
の
鉢
に

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
食
材
が
入
っ
て
い

ま
し
た
が
、
そ
こ
へ
ジ
ャ
ヤ
が
一
握

り
の
砂
を
注
い
だ
の
で
す
。
周
囲
の

お
弟
子
た
ち
は

、
あ
わ
て
ま
し
た

が
、
お
釈
迦
さ
ま
は
、
お
だ
や
か
に

微
笑
ん
で
い
ま
し
た
。
す
る
と
、
そ

の
と
き
で
す
。
不
思
議
な
こ
と
に
お

釈
迦
さ
ま
の
体
か
ら
、
青
、
黄
、
赤
、

白
な
ど
の
光
が
輝
き
出
し
、
空
か
ら

大
地
ま
で
光
線
が
か
け
め
ぐ
る
と
、

ふ
た
た
び
光
は
、
お
釈
迦
さ
ま
の
手

の
ひ
ら
か
ら
体
の
中
へ
入
っ
て
い
き

ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
う
予
言
さ
れ

た
の
で
す
。

「
ア
ー
ナ

ン
ダ
よ
。

こ
の
子
は

素
直
な
心

で
施
し
た

こ
の
善
き

行
い
に
よ
っ

て
、
将
来

こ
の
國
を

治
め
る
大

王
と
な
る

で
あ
ろ
う
」

そ
う
、

そ
の
ジ
ャ

ヤ
こ
そ
、
や
が
て
戦
国
時
代
を
終
わ

ら
せ
、
イ
ン
ド
を
統
一
す
る
こ
と
に

な
る
偉
大
な
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
前
世

の
姿
な
の
で
し
た
。

思
え
ば
、
い
ろ
い
ろ
な
食
材
が
生

か
さ
れ
て
食
事
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
、

私
た
ち
の
生
活
も
、
実
に
さ
ま
ざ
ま

な
施
し
と
支
え
合
い
の
心
に
よ
っ
て

成
り
立
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
す
。

ぜ
ん
ざ
い
！

ぜ
ん
ざ
い
！
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３ ２

葬
儀
は
寺
で
・
・
・
。

最
近
、
葬
儀
を
○
○
ホ
ー
ル
と

か
、
○
○
会
館
で
す
る
方
が
多
く

な
っ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

何
故
で
し
ょ
う
？

便
利
、
き
れ
い
と
か
の
理
由
だ

け
で
仏
さ
ま
を
お
く
っ
て
い
い
の

で
し
ょ
う
か
？

我
々
に
は
、
先
人
、
故
人
の
汗

と
苦
労
が
染
み
こ
ん
だ
、
こ
ん
な

に
立
派
な
本
堂
が
あ
る
の
に
・
・
・
。

食
事
の
時
に
は
、
椅
子
と
テ
ー

ブ
ル
の
方
が
良
い
の
で
あ
れ
ば
、

通
夜
と
葬
儀
は
お
寺
で
す
る
。
食

事
の
時
に
は
、
会
館
・
ホ
ー
ル
と

か
を
使
用
す
る
と
、
良
い
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

林
泉
寺
の
「
羅
漢
さ
ま
」


