
 

 

 

 

 

 

 

除夜の鐘を大晦日の夕方につ
く理由

令和五
年（今年）の大晦日から、松岩寺はどうしても大晦日の夕

画　佐藤和喜

（３） （２）

　

年
末
年
始
に
な
る
と
、
除
夜
の
鐘
に
ま
つ
わ
る
ニ
ュ
ー

ス
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
い
く
つ
か
あ
る
報
道

の
な
か
で
興
味
を
ひ
い
た
の
は
、「
鐘
の
音
が
う
る
さ
い
」

と
の
苦
情
が
寄
せ
ら
れ
、
長
年
続
い
て
き
た
年
越
し
の
鐘

を
断
念
し
た
と
い
う
記
事
で
し
た
。

　

幸
い
に
松
岩
寺
に
は
「
う
る
さ
い
」
と
い
う
ク
レ
ー
ム

は
ま
だ
届
い
て
い
ま
せ
ん
。
苦
情
は
聞
こ
え
て
こ
な
い
の

で
す
が
、
深
夜
に
鐘
を
つ
く
と
い
う
の
は
、
骨
が
折
れ
る

行
事
で
す
。
コ
ロ
ナ
禍
前
は
、
寒
風
の
な
か
で
参
拝
客
に

甘
酒
を
接
待
し
て
、
百
八
の
鐘
を
つ
き
お
わ
る
の
は
、
早

く
て
も
午
前
一
時
を
す
ぎ
る
で
し
ょ
う
か
。

　

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
元
旦
は
寝
坊
し
て
い
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
朝
六
時
に
暁
鐘
を
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
新

年
の
行
事
を
こ
な
し
ま
す
。
若
い
時
は
へ
い
ち
ゃ
ら
だ
っ

た
の
に
、
齢
を
重
ね
て
く
る
と
寝
不
足
が
こ
た
え
ま
す
。

そ
こ
で
、除
夜
の
鐘
を
も
っ
と
早
い
時
刻
に
つ
け
な
い
か
、

と
怠
け
者
は
思
案
し
ま
し
た
。

　

定
例
行
事
を
変
革
す
る
に
は
、
誰
も
が
納
得
す
る
説
明

が
必
要
で
す
。「
住
職
が
寝
不
足
に
な
る
か
ら
」
で
は
少

し
格
好
悪
い
。
も
う
少
し
気
の
き
い
た
言
い
訳
は
な
い
か

と
行
き
つ
い
た
の
が
、
古
典
落
語
の
『
芝
浜
』
で
す
。
こ

ん
な
あ
ら
筋
で
す
。

　

酒
に
お
ぼ
れ
て
働
か
な
い
魚
屋
の
勝
五
郎
は
、
芝

の
浜
で
思
わ
ぬ
大
金
を
拾
う
。
こ
れ
で
働
か
な
く
て

い
い
と
喜
ぶ
勝
五
郎
に
、
女
房
が
機
転
を
き
か
せ
て
、

あ
れ
は
夢
だ
っ
た
と
言
い
く
る
め
る
。
心
を
入
れ
替

え
て
酒
も
断
っ
て
働
い
た
三
年
目
。
畳
を
入
れ
替
え

て
借
金
取
り
も
来
な
い
、
し
ず
か
な
大
晦
日
の
夜
を

過
ご
す
女
房
が
亭
主
に
福
茶
を
す
す
め
ま
す
。
そ
の

時
、
除
夜
の
鐘
が
聞
こ
え
て
く
る
。
今
で
い
え
ば
、

晩
の
六
時
か
七
時
こ
ろ
だ
と
い
う
。

　

あ
る
い
は
、
日
本
民
俗
学
の
創
始
者
・
柳
田
國
男

が
当
時
の
人
は
、「
日
の
入
り
と
と
も
に
一
日
が
終
わ

る
。
除
夜
の
鐘
を
き
い
て
は
昔
か
ら
の
日
本
人
の
年

の
取
り
方
で
は
な
い
」（『
柳
田
國
男
全
集
第
二
十
巻
』

筑
摩
書
房
）
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
あ
る

歴
史
学
者
は
「
江
戸
時
代
に
お
い
て
除
夜
の
鐘
が
撞

か
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
自
体
が
確
認
で
き
な
い
」

と
結
論
づ
け
、
東
京
の
浅
草
寺
と
寛
永
寺
が
除
夜
の

鐘
を
正
式
に
つ
き
始
め
た
の
は
昭
和
二
二
年
十
二
月

三
十
一
日
か
ら
だ
と
断
定
し
ま
す
。
な
ら
ば
、
今
の

よ
う
な
除
夜
の
鐘
は
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
始
ま
っ
た

の
か
。
歴
史
学
者
は
次
の
よ
う
に
記
述
し
ま
す
。

「
仮
に
、
村
な
ど
で
の
地
域
的
な
慣
習
、
も
し
く
は
民

間
信
仰
的
な
行
事
な
ど
の
ひ
と
つ
と
し
て
行
わ
れ
て

い
た
除
夜
の
鐘
と
い
う
行
事
が
、
近
代
以
降
に
広
く

全
国
的
に
広
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
方
が
自
然
と
も
言
え
る
」。

　

な
ぁ
ー
ん
だ
。
除
夜
の
鐘
を
大
晦
日
の
深
夜
に
つ

く
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
長
い
歴
史
で
は
な
い
の
か
。

　

去
年
も
夕
方
五
時
か
ら
「
金
剛
経
」
と
い
う
お
経

を
読
み
な
が
ら
住
職
ひ
と
り
で
除
夜
の
鐘
を
つ
き
ま

し
た
。
良
い
修
行
に
な
り
ま
し
た
。
今
年
も
そ
う
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
一
般
の
方
は
つ
け
ま
せ
ん
。

　

師
走
の
こ
と
ば
は
、
松
尾
芭
蕉
の
俳
句
で
す
。
貞
亨
元

年
（
１
６
８
４
年
）、
四
十
一
歳
の
作
。
こ
の
年
、「
野
ざ

ら
し
紀
行
」
の
旅
に
で
て
、
ふ
る
さ
と
伊
賀
へ
帰
ろ
う
と

し
て
い
る
年
の
暮
れ
に
よ
ん
だ
句
で
す
。

　

師
走
の
い
つ
こ
ろ
、
伊
賀
ま
で

は
ど
の
く
ら
い
の
距
離
を
の
こ
し

て
読
ん
だ
句
な
の
か
は
不
明
だ
け

ど
、
芭
蕉
が
伊
賀
上
野
の
兄
の
家

へ
到
着
し
た
の
は
、
十
二
月
二
十

五
日
だ
と
い
う
か
ら
、
帰
り
着
く

目
安
が
つ
い
て
よ
ん
だ
句
に
ち
が

い
な
い
。
と
す
る
と
、「
年
が
暮
れ

て
、
旅
の
空
の
も
と
で
正
月
に
な
っ
て
し
ま
う
」。
そ
う
い

う
寂
し
い
句
で
は
な
く
て
、
ふ
る
さ
と
に
帰
る
ぞ
！
と
い

う
明
る
い
句
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
し
か
し
。
芭

蕉
に
は
明
る
く
な
れ
な
い
事
情
も
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
前
年
に
亡
く
な
っ
た
、
母
親
の
墓
参
を
す
る
こ
と

が
、「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
の
目
的
の
ひ
と
つ
で
も
あ
っ
た
の

で
す
か
ら
。

　

現
代
、
東
京
か
ら
伊
賀
上
野
ま
で
は
新
幹
線
を
乗
り
継

い
で
、
四
時
間
あ
ま
り
で
着
い
て
し
ま
う
け
れ
ど
、
江
戸

深
川
の
芭
蕉
庵
を
旅
立
っ
た
の
は
、
八
月
。
伊
賀
上
野
へ

直
行
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
各
地
で
句
会
を
ひ
ら
い
て
の

大
旅
行
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

そ
し
て
、
こ
の
旅
を
境
に
し
て
、
芭
蕉
の
行
く
と
こ
ろ

多
く
の
門
人
が
あ
つ
ま
り
、
蕉
風
が
確
立
し
た
と
い
う
か

ら
、
ち
ょ
っ
と
ル
ン
ル
ン
な
旅
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

で
も
句
で
は
、「
年
が
暮
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
に
、
旅
姿
」

と
い
う
寂
し
さ
を
演
出
し
て
い
る
。
な
ん
て
言
っ
た
ら
俳

聖
に
叱
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、十
月
に
出
版
し
た
『
ま
た
ま
た
お
う
ち
で
禅
』
で
、

一
句
だ
け
芭
蕉
の
句
を
引
用
し
て

い
ま
す
。

歯
に
あ
た
る
身
の
お
と
ろ
ひ
や

海
苔
の
砂

「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
か
ら
七
年
後
、

四
十
八
歳
の
と
き
の
句
で
す
。

　

こ
の
句
を
よ
ん
だ
三
年
後
に
、
五
十
一
歳
で
夢
は
枯
れ

野
を
か
け
め
ぐ
り
、
大
坂
で
客
死
し
た
芭
蕉
で
す
。

　

海
苔
に
砂
が
ま
じ
っ
て
い
る
の
で
、
老
境
の
歯
に
あ
た

る
と
い
う
の
で
す
が
、
芭
蕉
の
頃
は
天
然
の
ノ
リ
を
集
め

て
押
し
ひ
ろ
げ
て
乾
燥
さ
せ
た
ら
し
い
。
だ
か
ら
、
砂
が

は
い
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
そ
ん
な
ワ
イ
ル
ド
な
食
品

か
ら
、
臨
済
宗
中
興
の
祖
と
仰
が
れ
る
白
隠
禅
師
（
一
六

八
五
〜
一
七
六
八
）
に
思
い
を
い
た
す
と
い
う
『
ま
た
ま

た
お
う
ち
で
禅
』。
後
輩
住
職
が
「
突
拍
子
も
な
い
発
想
」

と
褒
め
て
（
？
）
く
れ
た
け
れ
ど
、
お
も
し
ろ
い
よ
！

伝 道 掲 示 板
から

境内の北、旧中山道に面したところにある伝道掲示板の令和 6年１２月

に掲載するものを紹介します。

伝道掲示板には 1ヶ月にひとつの言葉を紹介しています。経典の引

用であったり、詩や小説のなかの言葉であったりします。 道ばたの

1メートル四方の掲示版ではお伝えできない、ことばの周辺は blog

に載せています。

blog版

年
く
れ
ぬ

笠
き
て
草
鞋

は
き
な
が
ら　
　

松
尾
芭
蕉

十
二
月
の
こ
と
ば


