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恒
例
の
千
灯
供
養
を
行
い
、
そ
の
後
の
コ
ン
サ
ー
ト
で

は
雅
楽
の
演
奏
を
行
い
ま
し
た
。

　

雅
楽
は
世
界
最
古
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
言
わ
れ
、
ユ
ネ

ス
コ
の
世
界
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
雅

楽
は
奈
良
時
代
に
大
陸
か
ら
伝
来
し
、
平
安
時
代
に
現
在

の
様
式
と
な
り
宮
中
で
演
奏
さ
れ
舞
楽
も
行
わ
れ
て
き
ま

し
た
。

　

現
在
で
は
宮
中
で
演
奏
さ
れ
る
ほ
か
、
神
社
や
寺
で
も

演
奏
さ
れ
て
い
ま
す
。
大
本
山
の
増
上
寺
に
も
雅
楽
会
が

あ
り
、
仏
教
行
事
の
際
に
演
奏
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
山
で

も
先
代
住
職
の
本
葬
の
際
や
落
慶
式
に
も
、
増
上
寺
雅
楽

会
に
演
奏
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
雅
楽
の
コ
ン
サ
ー
ト
で
は
、
は
篳
篥
（
ひ
ち
り

き
）
奏
者
の
中
村
仁
美
さ
ん
と
笙
（
し
ょ
う
）
奏
者
の
中

村
華
子
さ
ん
を
お
招
き
し
ま
し
た
。
伝
統
的
な
装
束
を
身

に
ま
と
い
、
雅
楽
の
定
番
の
曲
や
日
本
の
民
謡
な
ど
を
演

奏
し
ま
し
た
。
ま
た
演
奏
の
合
間
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
楽

器
の
説
明
も
あ
っ
た
の
で
、
雅
楽
の
伝
統
を
知
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
雅
楽
の
演
奏
は
実
際
に
聞
く
こ
と
は
稀
な

の
で
、
約
60
人
の
観
客
は
秋
の
本
堂
に
響
き
渡
る
優
雅
な

雅
楽
の
音
に
聞
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。

　

な
お
今
回
も
、
演
奏
の
後
に
子
ど
も
食
堂
の
た
め
の

チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
を
行
い
、
多
く
の
方
々
が
協
力
し
て
く
れ

ま
し
た
。

篳篥を演奏する中村仁美さん（左）と笙を演奏する中山華子さん（右）

雅
楽
の
夕
べ
を
行
い
ま
し
た
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子
ど
も
食
堂
に
寄
付

千
灯
供
養

　

日
本
で
は
、
子
ど
も
の
貧
困
が
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
全
国
各
地
で
子
ど
も
食
堂
が
運
営
さ
れ
、
恵
ま
れ
な
い
子

ど
も
た
ち
に
食
事
を
提
供
し
て
い
ま
す
。
足
利
に
も
子
ど
も
食
堂
が

い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。

　

当
山
の
行
事
は
ヨ
ガ
教
室
を
の
ぞ
き
無
料
で
開
催
し
て
、
子
ど
も

食
堂
の
た
め
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
を
行
っ
て
い
ま
す
。
今
年
も
５
月
の

鷹
匠
の
後
と
10
月
の
千
灯
供
養
の
後
の
雅
楽
の
コ
ン
サ
ー
ト
で
チ
ャ

リ
テ
ィ
ー
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
た
び
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
で
集
ま
っ
た

浄
財
約
8
万
円
を
永
楽
町
に
あ
る
子
ど
も
食
堂
『
子
ど
も
の
居
場
所

O
Z
』
に
寄
付
し
ま
し
た
。

子ども食堂『子どもの居場所ＯＺ」の代表関口有子さんに
住職が寄付を手渡しました

　

昨
年
か
ら
檀
家
や
地
域
の
方
々
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
、
恒
例
の

秋
の
行
事
で
あ
る
千
灯
供
養
を
再
開
し
ま
し
た
。

10
月
7
日
の
土
曜
日
、
午
後
6
時
か
ら
境
内
を
2
0
0
本
の
ロ
ー

ソ
ク
で
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
し
て
、
一
切
精
霊
祭
壇
の
前
で
実
施
し
ま
し

た
。
最
初
は
風
が
あ
り
、
ロ
ー
ソ
ク
が
消
え
て
し
ま
い
大
変
で
し
た
。

幸
い
開
始
か
ら
15
分
を
過
ぎ
た
頃
か
ら
風
も
収
ま
り
、
ロ
ー
ソ
ク
を

灯
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

約
60
人
の
人
た
ち
が
集
ま
り
、
輪
に
な
っ
て
ロ
ー
ソ
ク
を
右
か
ら

左
に
回
し
て
一
切
精

霊
祭
壇
に
並
べ
た
点

灯
台
に
上
か
ら
点
灯

し
ま
し
た
。
祭
壇
の

点
灯
が
終
わ
る
と
、

祭
壇
下
の
周
囲
に
並

べ
ら
れ
た
点
灯
台
に

ロ
ー
ソ
ク
を
灯
し
ま

し
た
。
最
後
に
は
風

も
収
ま
り
、
秋
の
夜

に
ロ
ー
ソ
ク
が
美
し

い
光
景
を
作
り
出
し

ま
し
た
。

風が強かったですが、何とかローソクを灯すことができました

鷹　匠
53,318円 26,080円 79,398円

雅　楽 合　計



50

ナ
ラ
枯
れ
病
の
木
を
伐
採

シ
ロ
ア
リ
対
策

　

最
近
、
栃
木
県
で
は
ナ
ラ
枯
れ
病
が
発
生
し
て
多
く
の
ナ
ラ
の
木

が
枯
れ
ま
し
た
。
ナ
ラ
枯
れ
病
は
カ
シ
ノ
ナ
ガ
キ
ク
イ
ム
シ
が
ナ
ラ

の
木
に
入
り
込
み
、
ナ
ラ
菌
を
木
の
中
に
増
殖
さ
せ
て
木
を
枯
ら
す

病
気
で
す
。

　

近
年
足
利
で
も
ナ
ラ
枯
れ
病
の
被
害
が
出
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

檀
家
の
栗
田
さ
ん
は
栗
田
美
術
館
の
館
長
を
し
て
お
り
ま
す
が
、
ナ

ラ
枯
れ
病
で
木
が
枯
れ
る
被
害
が
で
て
大
変
だ
っ
た
と
言
い
ま
す
。

　

当
山
に
は
ナ
ラ
の
木
が
1
本
、
山
の
墓
地
の
上
に
あ
り
ま
す
。
8

月
末
、
ナ
ラ
の
木
の
葉
は
茶
色
に
変
色
し
て
い
ま
し
た
。
す
ぐ
に
市

に
連
絡
し
ま
し
た
が
、
対

応
は
後
に
な
る
と
の
こ
と

で
し
た
。
倒
れ
る
と
下
に

あ
る
墓
地
を
損
傷
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
の
で
、
市
の

対
応
を
待
つ
こ
と
な
く
切

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
幸

い
、
織
姫
神
社
の
下
の
通

路
に
重
機
が
入
れ
る
の

で
、
こ
こ
に
重
機
を
置
き

作
業
員
が
木
に
登
り
吊
る

し
切
り
に
し
ま
し
た
。

　

先
日
、
シ
ロ
ア
リ
に
よ
り
和
室
の
床
が
へ
こ
む
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
専
門
の
業
者
に
調
べ
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
庫
裏
全
体
の
床
下

で
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
シ
ロ
ア
リ
の
被
害
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
こ
の
業
者
に
依
頼
し
て
、
庫
裡
の
床
下
全
体
に
駆
除
の
た

め
の
薬
剤
を
散
布
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
作
業
員
が
床
下
に
潜
る

た
め
、
２
カ
所
の
床
板
を
外
し
て
作
業
員
が
入
り
薬
剤
を
散
布
し
ま

し
た
。
薬
剤
は
境
内
に
置
い
た
車
か
ら
ポ
ン
プ
で
運
ぶ
た
め
、
３
人

の
作
業
員
が
一
日
半
が
か
り
で
行
い
ま
し
た
。

　

以
前
は
強
い
薬
剤

を
使
っ
て
い
る
た
め
、

一
度
散
布
す
る
と
30

年
近
く
効
力
が
あ
り

ま
し
た
。
し
か
し
最

近
で
は
、
人
間
の
健

康
へ
の
影
響
を
考
え

て
弱
い
薬
剤
を
使
う

た
め
、
効
力
は
5
年

ほ
ど
で
す
。
ま
た
5

年
後
に
シ
ロ
ア
リ
対

策
を
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

ナラ枯れ病で枯れたナラの木を切りました

庫裡の床下に白アリ駆除の薬剤を散布しました。
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法
衣
室
を
寺
務
室
に
改
造

　

現
在
の
庫
裡
は
55
年
前
の
昭
和
42
年
（
一
九
六
七
年
）
に
建
て
ら

れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
パ
ソ
コ
ン
な
ど
な
い
時
代
で
す
。
こ
の
た
め

寺
の
事
務
を
行
う
寺
務
室
も
、
過
去
帳
を
は
じ
め
書
類
を
置
い
た
り

す
る
部
屋
と
し
て
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
パ
ソ
コ
ン
な
ど
Ｏ
Ａ
機
器

が
導
入
さ
れ
て
も
、
以
前
の
ま
ま
南
側
の
寺
務
室
に
置
い
て
使
っ
て

き
ま
し
た
。

　

し
か
し
パ
ソ
コ
ン
な
ど
の
機
器
類
は
、
陽
が
当
た
ら
な
い
方
が
望

ま
し
い
で
す
。
そ
こ

で
南
側
に
あ
る
寺
務

室
と
北
側
に
あ
る
法

衣
室
と
を
入
れ
替
え

る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
ま
ず
北
側
の
法

衣
室
を
改
造
し
て
寺

務
室
に
し
ま
し
た
。

改
造
で
は
、
法
衣
棚

の
入
っ
た
場
所
に
机

を
置
き
、
パ
ソ
コ
ン

と
プ
リ
ン
タ
ー
を
置

き
ま
し
た
。
そ
の
上

に
棚
を
作
り
、
必
要

北側にあった法衣室

な
文
書
を
す
ぐ
に
取
り
出
せ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
パ
ソ
コ
ン
や
プ
リ

ン
タ
ー
も
使
い
や
す
い
う
え
、
必
要
な
書
類
が
す
ぐ
に
取
り
出
せ
る

の
で
機
能
的
に
も
大
き
く
改
善
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
北
側
に
あ
る
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ
の
窓
も
老
朽
化
し
て
、
隙
間
風

が
入
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
取
り
換
え
る
と
窓
枠
工
事
も
必
要
で

費
用
が
か
か
る
た
め
、
内
側
に
新
し
い
窓
を
作
り
、
二
重
窓
に
し
ま

し
た
。
エ
ア
コ
ン
も
設
置
し
て
Ｏ
Ａ
機
器
に
望
ま
し
い
環
境
に
し
ま

し
た
。
な
お
改
造
で
は
、
太
田
に
あ
る
社
寺
建
設
を
専
門
と
す
る
赤

石
建
設
に
依
頼
し
ま
し
た
。

　

来
年
初
め
か
ら

は
、
南
側
の
寺
務

室
を
法
衣
室
に
改

造
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
衣
は
北

側
だ
と
湿
気
が
あ

り
カ
ビ
が
生
え
や

す
い
の
で
、
南
側

が
望
ま
し
い
で
す
。

現
在
、
赤
石
建
設

に
設
計
を
依
頼
し

て
お
り
、
来
年
の

1
月
中
旬
か
ら
工

事
に
入
る
予
定
で

す
。

法衣室を改造して作った寺務室


