
十
一
月
お
寺
の
案
内 

立
冬
を
過
ぎ
て
朝
晩
の
冷
え
込
み
が
厳
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
皆
様
お
変
わ
り
な
く
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。 

 

来
年
、
当
満
福
寺
は
令
和
三
年
十
月
二
十
四
日(

日)

に
派
祖
西
山
証
空
上
人
の
祖
恩
報
謝
の
為
の
法
要
で
あ
り
ま
す
七
七
五
回
西

山
忌
法
要
を
厳
修
い
た
し
ま
す
。
こ
の
西
山
忌
は
江
戸
時
代
に
光
格
天
皇
か
ら
西
山
忌
を
勤
め
る
よ
う
に
と
い
う
綸
旨
が
出
て
以
来
、

毎
年
、
京
都
市
内
の
二
十
七
ヵ
寺
の
寺
院
が
輪
番
で
お
勤
め
を
し
て
お
り
ま
す
大
法
要
で
す
。
法
要
当
日
は
多
く
の
檀
信
徒
の
皆
様

に
お
参
り
し
て
頂
け
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
賑
々
し
く
お
参
り
下
さ
い
。 

 

『
生
き
て
身
を
は
ち
す
の
上
に
や
ど
さ
ず
ば 

念
仏
も
う
す
甲
斐
や
な
か
ら
ん
』 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

西
山
証
空
上
人 

 

こ
れ
は
西
山
上
人
の
御
歌
で
、「
私
た
ち
の
生
き
て
い
る
こ
の
身
体
や
こ
の
生
活
は
、
阿
弥
陀
様
の
お
慈
悲
の
中
に
包
み
こ
ま
れ
て

生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
付
か
ず
に
お
念
仏
を
申
し
て
は
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
西
山
浄
土
宗
の

お
念
仏
の
教
え
は
『
気
付
き
の
お
念
仏
』
だ
と
教
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
毎
日
の
生
活
の
中
に
は
、
こ
の
「
気
付
か
な
い
」

と
い
う
こ
と
が
と
て
も
多
い
と
感
じ
ま
す
。
人
は
「
生
き
て
い
る
」
の
で
は
な
く
「
生
か
さ
れ
て
い
る
」
と
気
付
か
せ
て
い
た
だ
い

た
と
き
、
私
た
ち
の
生
活
は
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。 

あ
る
調
査
で
「
あ
な
た
は
何
か
宗
教
を
信
じ
て
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、「
信
じ
て
い
る
」
が
２
０
．
５
％
、「
信
じ

て
い
な
い
」
が
７
８
．
３
％
。「
幸
せ
な
生
活
を
送
る
う
え
で
、
宗
教
は
大
切
で
あ
る
と
思
う
か
」
と
い
う
質
問
に
は
「
大
切
で
あ
る
」

が
２
７
％
、「
そ
う
思
わ
な
い
」
が
６
８
．
９
％
の
回
答
で
、
約
八
割
の
人
が
宗
教
を
信
じ
て
い
な
い
と
い
う
回
答
で
し
た
。 

こ
の
結
果
か
ら
多
く
の
人
は
、
宗
教
や
信
仰
と
は
難
し
い
も
の
で
、
自
分
に
は
あ
ま
り
関
係
の
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
人
が
多
い

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
で
は
、
宗
教
は
本
当
に
必
要
が
な
い
の
か
と
言
い
ま
す
と
、
私
は
宗
教
と
は
人
間
に
と
っ
て
と
て
も
必
要
な

も
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

自
分
は
宗
教
や
信
仰
と
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
と
感
じ
て
い
る
人
で
も
多
く
の
人
は
お
正
月
に
な
れ
ば
神
社
に
お
参
り
に
行
き
、

何
か
自
分
自
身
に
良
く
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
お
参
り
や
お
墓
参
り
を
し
よ
う
と
思
っ
た
り
、
パ
ワ
ー
ス
ッ
ポ
ト
と
呼
ば
れ
る
お
寺
や

神
社
に
訪
れ
る
方
も
多
く
い
る
と
思
い
ま
す
。
人
は
自
分
の
力
で
は
解
決
で
き
な
い
事
柄
に
対
し
て
何
か
に
す
が
っ
て
少
し
で
も
苦

し
み
を
少
な
く
し
た
い
と
い
う
思
い
を
持
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

仏
教
に
は
三
業(

さ
ん
ご
う)

と
い
う
教
え
が
あ
り
ま
す
。
三
業
と
は
人
の
お
こ
な
い
の
種
類
の
こ
と
で
あ
り
、
①
身
体
の
お
こ
な

い 

②
口
の
お
こ
な
い 

③
心
の
お
こ
な
い
の
三
つ
の
お
こ
な
い
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
何
が
一
番
大
切
か
と
申
し
ま
す
と
心
の
お

こ
な
い
が
一
番
大
切
だ
と
仏
教
で
は
教
え
て
い
ま
す
。
心
が
平
常
心
を
保
て
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
心
が
乱
れ
て
い
る
か
で
『
口
が

滑
る
』
や
『
手
が
出
る
』
な
ど
の
身
体
や
口
の
悪
い
お
こ
な
い
に
繋
が
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
悪
い
お
こ
な
い
に
繋
が
ら
な
い
よ
う

に
心
に
安
心
を
手
に
入
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、
二
五
〇
〇
年
も
前
か
ら
続
い
て
い
る
宗
教
に
繋
が
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

十
一
月
は
お
十
夜
の
月
で
ご
ざ
い
ま
す
。
お
十
夜
と
は
阿
弥
陀
様
の
お
慈
悲
の
中
に
包
み
こ
ま
れ
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付

き
十
日
十
夜
、
感
謝
の
お
念
仏
を
唱
え
る
と
極
楽
で
千
倍
良
い
こ
と
を
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
よ
と
い
っ
た
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
期
間
の

よ
う
な
も
の
で
す
。
現
代
で
もG

O
T

O

ト
ラ
ベ
ル
やG

O
T

O

イ
ー
ト
な
ど
お
得
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
多
く
あ
り
ま
す
が
、
自
分

か
ら
行
動
を
起
こ
さ
な
い
と
気
が
付
く
と
す
で
に
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
自
分
は
今
、
当
た
り
前
に
生
き
て
い

る
が
実
は
生
か
さ
れ
て
い
る
命
で
あ
っ
て
、
お
願
い
す
れ
ば
助
け
て
く
れ
る
人
、
守
っ
て
く
れ
る
人
、
話
を
聞
い
て
く
れ
て
い
る
人
、

時
に
は
叱
っ
て
く
れ
る
人
、
そ
ん
な
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
付
き
、
仏
様
、
西
山
浄
土
宗
を
開
か
れ
た
西
山
上
人
様
、
ま
た
ご

先
祖
様
の
存
在
に
気
付
き
、
感
謝
の
心
が
芽
生
え
、
今
よ
り
も
幸
せ
な
人
生
を
歩
ん
で
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
お
り

ま
す
。 

 

◎
十
一
月
お
寺
の
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

十
一
月
二
十
一
日(

土) 
 

一
時
四
十
分
～ 

 

お
説
教 

『
田
中 

宏
祐 

氏
』 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
時
二
十
分
～ 

 

十
夜
会
法
要 

厳
修 


