
火
で
焦
土
と
化
し
た
こ
と
が
頷

け
ま
す
。

　

南
か
ら
西
、
そ
し
て
北
の
稜

線
を
見
渡
す
と
、
左
か
ら
右
に

那
須
連
山
、
安
達
太
良
、
吾
妻
、

蔵
王
連
峰
、
手
前
に
は
霊
山
の

山
並
み
、
そ
の
中
に
和
尚
山
の

南
側
稜
線
の
中
腹
奥
に
磐
梯
山

が
見
え
隠
れ
し
、
眼
下
に
は
そ

の
昔
芭
蕉
も
歩
い
た
と
い
う
奥

州
街
道
が
確
認
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
現
代
の
高
速
交
通
網

の
要
で
あ
り
ま
す
東
北
新
幹
線

と
東
北
自
動
車
道
。
昔
か
ら
現

代
に
通
じ
る
歴
史
が
一
望
で
き

る
仙
境
の
地
で
す
。

　

ゆ
っ
く
り
歴
史
を
感
じ
な
が

ら
過
ご
し
て
み
て
は
い
か
が
で

す
か
。
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会
長
あ
い
さ
つ

岩
角
山
観
光
協
会
会
長

平
　
晴
夫

　

岩
角
寺
檀
信
徒
の
皆
様
に

は
、
日
頃
よ
り
岩
角
寺
催
事
並

び
に
岩
角
山
観
光
事
業
活
動
に

対
し
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り

深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

こ
の
度
、
石
橋
實
前
会
長
の

後
任
と
し
て
会
長
に
就
任
し
ま

し
た
平
晴
夫
で
ご
ざ
い
ま
す
。

何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
あ

げ
ま
す
。

　

千
百
七
十
四
年
の
歴
史
あ
る

霊
場
で
あ
り
、
全
山
が
県
指
定

の
天
然
記
念
物
で
あ
る
岩
角

山
、
発
信
力
を
高
め
県
内
外
の

皆
様
に
足
を
運
ん
で
い
た
だ
け

る
よ
う
、
観
光
協
会
の
目
的
で

あ
り
ま
す
観
光
事
業
活
動
の
推

進
と
観
光
客
の
誘
致
を
図
り
、

合
わ
せ
て
地
域
の
発
展
と
活
性

化
に
寄
与
す
る
よ
う
、
新
役
員

一
同
住
職
と
責
任
役
員
の
助
言

を
得
て
、
和
を
も
っ
て
取
り
組

ん
で
ま
い
り
ま
す
の
で
何
卒
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

磐
梯
山
、
信
夫
三
山
も

見
え
る
よ

　
　

　
岩
角
寺
責
任
役
員
　

影
山
　
公
平

　

岩
角
山
頂
西
側
、
重
な
り

合
っ
た
岩
の
上
が
自
然
の
ま
ま

の
展
望
台
で
す
。
こ
の
遥
拝
石

か
ら
は
、
昔
と
今
の
景
色
が
一

望
で
き
ま
す
。

　

北
の
正
面
に
は
、
二
本
松
霞

ヶ
城
天
守
の
石
垣
が
望
ま
れ
、

展
望
の
良
い
岩
角
山
が
二
本
松

藩
の
山
城
で
あ
っ
た
こ
と
、
戦

石
の
角
が
出
た

　
　
　
岩
角
寺
住
職

佐
藤
　
教
順

　

当
山
に
は
、
岩
角
寺
の
名
の

由
来
と
な
っ
た
寺
宝
「
岩
角
」

が
あ
り
ま
す
。

　

長
さ
七
十
五
セ
ン
チ
、
太
さ

十
五
セ
ン
チ
の
大
き
さ
で
、
岩

窟
の
中
に
、
一
本
の
石
の
角
が

突
き
出
て
お
り
、
そ
の
石
に

よ
っ
て
岩
角
寺
と
名
付
け
ら
れ

た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

お
檀
家
の
方
か
ら
「
一
度
も

岩
角
を
見
た
こ
と
な
い
。
ど
こ

に
保
管
し
て
あ
る
の
」
と
尋
ね

ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

　

大
事
に
保
管
す
る
こ
と
も
必

要
で
は
あ
り
ま
す
が
、
多
く
の

方
に
見
て
い
た
だ
き
、
千
百
年

以
上
の
歴
史
を
感
じ
て
い
た
だ

く
こ
と
も
大
切
で
は
と
考
え
始

め
て
お
り
ま
す
。

雪化粧の岩角寺本堂

毘沙門天王

展望台からのパノラマ

岩　角
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境
内
で
は
、
三
回
に
分
け
合

計
十
二
本
の
大
梵
天
が
奉
納
さ

れ
、
梵
天
争
奪
戦
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

　

今
年
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
か
ら

本
宮
市
に
働
き
に
来
て
い
る

方
々
も
梵
天
争
奪
戦
に
加
わ

り
、
元
気
い
っ
ぱ
い
奪
い
合
っ

て
い
ま
し
た
。
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令
和
七
年
一
月
三
日　

今
年

も
真
冬
と
は
思
え
ぬ
温
か
さ
、

好
天
に
恵
ま
れ
、
大
梵
天
祭
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

午
前
十
時
十
分
か
ら
本
館
二

階
に
お
い
て
、
梵
天
清
め
式
、

続
い
て
十
一
時
か
ら
梵
天
奉
納

行
列
、
大
般
若
転
読
大
護
摩
供

祈
祷
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

ス
テ
ー
ジ
イ
ベ
ン
ト

　

境
内
に
設
け
た
特
設
ス
テ
ー

ジ
で
は
和
田
小
学
校
和
太
鼓
ク

ラ
ブ
や
安
達
太
良
太
鼓
保
存
会

の
演
奏
、
地
元
文
化
団
体
に
よ

る
舞
踊
、
そ
し
て
恒
例
と
な
っ

て
お
り
ま
す
歌
手
原
田
雪
見
さ

ん
の
ス
テ
ー
ジ
で
盛
り
上
が
っ

て
い
ま
し
た
。

　

原
田
雪
見
歌
謡
シ
ョ
ー
は
三

部
構
成
で
行
わ
れ
、
観
客
席
の

中
ま
で
分
け
入
り
、
お
客
様
と

の
ふ
れ
あ
い
を
大
切
に
し
た
歌

謡
シ
ョ
ー
で
し
た
。

　

最
後
に
餅
つ
き
、
福
銭
ま
き

そ
し
て
豪
華
景
品
入
り
抽
選
会

で
締
め
く
く
り
ま
し
た
。

カンボジアは
仏教の盛んな
国で、野菜の
南瓜はカンボ
ジアから伝わ
ったと言われ
ています。

梵天清め式

安達太良太鼓の演奏

和田小和太鼓クラブによる演奏

文化団体の舞踊

原田雪見さん

餅つき

福銭まき

梵天奉納行列

梵天争奪戦

カンボジアの方々

大
梵
天
祭

大
梵
天
祭



元
朝
祭
と
初
詣

　

令
和
七
年
一
月
一
日

午
前
一
時
か
ら
毘
沙
門

堂
で
元
朝
祭
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

　

令
和
六
年
は
、
能
登

半
島
地
震
か
ら
始
ま
り
、

波
乱
に
と
ん
だ
一
年
で

し
た
。
令
和
七
年
こ
そ

は
平
穏
な
年
に
な
っ
て

も
ら
い
た
い
も
の
で
す
。
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梵
天
祭
を
陰
で
支
え
る

檀
家
の
皆
様

　

梵
天
祭
は
、
檀
家
の
皆
様
の

ご
奉
仕
に
よ
り
成
り
立
っ
て
い

る
イ
ベ
ン
ト
で
す
。

　

祭
典
当
日
は
も
ち
ろ
ん
事
前

準
備
か
ら
後
片
付
け
ま
で
約
二

か
月
に
わ
た
っ
て
奉
仕
い
た
だ

き
、
盛
大
な
お
祭
り
が
開
催
で

き
ま
し
た
。

　

ご
協
力
い
た
だ
い
た
皆
様
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

金
花
水
不
動
尊

採
燈
護
摩
供
大
祭

　

岩
角
寺
境
内
に
は
金
の
花
が

咲
く
清
水
、
金
花
水
が
祀
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
清
水
は
、
金
運
の
清
水

と
し
て
も
有
名
で
す
が
、
七
月

十
五
日
境
内
に
お
い
て
金
花
水

不
動
尊
採
燈
護
摩
供
大
祭
が
行

わ
れ
ま
し
た
。

　

前
日
の
夜
か
ら
降
り
だ
し
た

雨
が
、
当
日
の
午
前
中
も
降
り

続
き
雨
の
中
で
の
開
催
か
と
思

わ
れ
ま
し
た
が
、
祭
典
開
始
の

数
分
前
に
や
み
、
曇
り
空
の
蒸

し
暑
い
中
で
予
定
通
り
開
催
す

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

境
内
中
央
に
檜
の
丸
太
で
く

み
上
げ
た
高
さ
約
一
・
五
メ
ー

ト
ル
の
護
摩
壇
が
作
ら
れ
、
午

後
二
時
こ
の
護
摩
壇
に
火
が
放

さ
れ
ま
し
た
。
燃
え
盛
る
護
摩

壇
に
願
い
事
を
書
い
た
木
片
を

僧
侶
が
読
み
上
げ
奉
納
し
ま
し

た
。

　

護
摩
壇
は
、
岩
角
寺
役
員
が

山
か
ら
切
り
出
し
、
乾
燥
さ
せ

た
も
の
を
使
用
し
ま
す
。
護
摩

壇
の
炎
は
最
盛
期
に
は
高
さ

六
～
七
メ
ー
ト
ル
に
も
達
し

天
ま
で
上
る
勢
い
で
す
。
ま
た

お
焚
き
上
げ
の
煙
は
お
寺
を

包
み
込
む
よ
う
に
境
内
い
っ

ぱ
い
に
充
満
し
、
こ
の
世
の
厄

を
包
み
葬
っ
て
く
れ
そ
う
な

気
が
し
ま
す
。

お
涅
槃
会

　

涅
槃
会
と
は
、
お
釈
迦
様
の

亡
く
な
ら
れ
た
日
に
行
わ
れ
る

法
要
の
こ
と
で
、
仏
教
の
三
大

年
中
行
事
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

二
月
十
五
日
午
前
十
時
か

ら
、
総
代
、
観
光
協
会
役
員
、

伝
道
師
会
員
約
二
十
名
が
参
加

し
、
本
堂
に
お
釈
迦
様
が
な
く

な
っ
た
時
の
様
子
を
描
い
た
図

（
涅
槃
図
）
を
掲
げ
な
が
ら
法

要
を
行
い
ま
し
た
。

金梵天の作成

竹割作業お山の清掃

まかないの協力

消防団員による警備

奉賛会のみなさん筆耕作業

初詣での家族づれ
何をお祈りしているのかな

幻想的な雰囲気で
行われた元朝祭

採燈護摩祈祷の様子

丸太の切り出し作業
涅槃図の前で法要
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西
明
内
墓
地
棺
台

小
屋
解
体
撤
去

　

西
明
内
墓
地
に
は
以
前
棺
台

を
収
納
し
て
い
た
小
屋
が
建
て

て
あ
り
ま
し
た
が
、
近
年
は
使

用
さ
れ
ず
、
建
物
だ
け
残
っ
て

お
り
ま
し
た
。

　

風
化
が
進
み
危
険
と
な
っ
た

こ
と
か
ら
棺
台
小
屋
の
解
体
が

行
わ
れ
ま
し
た

　

三
月
一
日
早
朝
よ
り
総
代
の

皆
さ
ん
十
五
名
が
ハ
ン
マ
ー
や

チ
エ
ー
ン
ソ
ー
を
用
い
て
手
慣

れ
た
手
つ
き
で
作
業
を
行
っ
て

い
ま
し
た
。
昼
前
に
は
す
べ
て

の
作
業
が
完
了
し
更
地
化
さ
れ

ま
し
た
。

　

岩
角
山
は
天
台
宗
総

本
山
比
叡
山
延
暦
寺
の

直
末
寺
で
正
式
に
は
和

田
山
常
光
院
岩
角
寺
（
わ

で
ん
さ
ん
じ
ょ
う
こ
う

い
ん
が
ん
が
く
じ
）
と

言
い
ま
す
。

　

開
山
は
、
西
暦
八
五
一

年
で
慈
覚
大
師
（
円
仁
）

が
開
基
さ
れ
ま
し
た
。

　

山
中
に
点
在
す
る
岩

石
（
花
崗
岩
）
に
は
仏

像
な
ど
八
百
八
躯
が
刻

ま
れ
て
い
ま
す
。

　

昭
和
四
十
七
年
に
は
、

延
暦
寺
よ
り
「
一
隅
を
照

ら
す
運
動
」
の
修
練
道

場
と
し
て
指
定
を
受
け
、

会
社
員
や
学
生
な
ど
一

般
の
方
が
精
神
修
行
の

た
め
座
禅
を
組
ん
だ
り
、

写
経
を
行
い
自
己
を
磨

い
て
お
り
ま
す
。

　

本
号
で
は
、
岩
角
山
の

何
気
な
く
見
過
ご
し
て

い
る
文
化
財
等
の
一
部

を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

奥
の
院

　

山
頂
に
阿
弥
陀
如
来
を
安

置
し
て
あ
る
堂
宇
で
、
古
代

建
築
方
法
で
建
て
ら
れ
た
珍

し
い
建
物
で
す
。

　

い
つ
建
造
し
た
か
定
か
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
岩
角
山

最
古
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
阿
弥
陀
如
来
堂
裏
の

岩
石
に
、
キ
リ
ー
ク
と
い
う

梵
字
が
刻
ま
れ
て
お
り
慈
覚

大
使
が
当
山
を
開
山
し
た
印

と
も
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

大
黒
天

　

岩
角
寺
境
内
奥
、
毘
沙
門

堂
に
上
が
る
階
段
踊
り
場
の

大
黒
天
堂
に
安
置
さ
れ
て
い

る
の
が
、
七
福
神
の
尊
天
の

一
つ
で
あ
る
大
黒
天
で
す
。

信
仰
す
れ
ば
家
運
繁
盛
、
幸

福
が
来
福
す
る
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

こ
の
石
像
は
、
江
戸
時
代

寛
永
元
年
（
西
暦
一
六
二
四

年
）
に
甲
州
の
石
工
に
よ
り

彫
刻
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

現
在
目
視
で
き
る
の
は
木

造
の
像
で
、
そ
の
裏
側
に
石

像
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

照
顧
脚
下　

岩
角
寺
玄

関
の
引
き
戸

上
部
に
、
欅

の
板
に
筆
跡

さ
れ
た
四
字

熟
語
で
す
。

　

こ
れ
は
、

仏
教
用
語

で
、
自
分
の

足
元
を
よ
く

見
よ
と
い
う
意
味
、
他
に
向

か
っ
て
悟
り
を
追
求
せ
ず
、

ま
ず
自
分
の
本
性
を
よ
く
見

つ
め
よ
と
い
う
戒
め
の
語
で

す
。

　

こ
の
文
字
は
、
今
は
亡
き

佐
藤
俊
董
元
住
職
が
筆
耕
さ

れ
た
も
の
を
板
に
彫
り
込
ん

だ
も
の
で
す
。

懸
魚
（
げ
ぎ
ょ
）　

本
堂
や

庫
裡
の
屋

根
の
破
風

板
部
分
に

取
り
付
け

ら
れ
た
妻

飾
り
。

　

こ
の
「
懸
魚
」
の
語
源
は
、

文
字
通
り
「
魚
を
懸
け
る
」
こ

と
で
あ
り
、
水
と
関
わ
り
の
深

い
魚
を
屋
根
に
懸
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
火
に
弱
い
木
造
建
物

を
火
災
か
ら
守
る
た
め
、
火
伏

せ
の
ま
じ
な
い
と
し
て
取
り
付

け
ら
れ
た
も
の
で
す
。

編 

集 

後 

記

　

今
年
は
昭
和
百
年
の
節
目

の
年
に
当
た
り
ま
す
が
、
近

年
は
、
世
の
中
が
せ
わ
し
く

時
代
の
流
れ
に
、
着
い
て
行

く
の
が
大
変
で
す
。

　

そ
ん
な
中
、
岩
角
山
の
自

然
や
仏
教
遺
産
に
触
れ
る

と
、
な
ん
と
な
く
癒
さ
れ
、

一
時
心
が
落
ち
着
く
感
じ
が

し
ま
す
。

　

そ
ん
な
岩
角
山
の
環
境
を

こ
れ
か
ら
も
守
っ
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

（
編
集
委
員
一
同
）

撤去後

解体の様子

岩　角　山　の　紹　介


