
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
真
成
寺
開
創 

５
０
０
年
を 

迎
え
て 

 

●
【
記
念
事
業
お
稚
児
さ
ん
集
ま
れ
！
】 

真
成
寺
が
開
創
さ
れ
て
今
年
で
ち
ょ
う

ど
５
０
０
年
の
節
目
を
迎
え
ま
し
た
。 

本
堂
の
入
り
口
や
、
屋
根
の
改
修
工
事
。

境
内
の
整
備
。
そ
し
て
、
ペ
ッ
ト
の
お
墓

と
、
永
代
供
養
墓
【
久
遠
廟
（
く
お
ん
び

ょ
う
）
】
の
建
立
。
こ
れ
ら
は
開
創
５
０

０
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
執
り
行
っ

て
き
ま
し
た
。 

巷
で
は
「
十
周
年
記
念
」
や
「
二
十
周

年
」
あ
る
い
は
「
百
周
年
」
な
ど
多
く
の

節
目
と
記
念
日
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、

真
成
寺
は
「
開
創
五
百
周
年
」
を
迎
え
た

わ
け
で
す
。
一
口
に
５
０
０
年
と
言
っ
て

も
、
こ
れ
ほ
ど
の
節
目
は
無
い
く
ら
い
に

大
き
な
節
目
を
迎
え
て
い
る
と
い
う
感
慨

を
抱
く
わ
け
で
す
。 

こ
れ
ま
で
の
５
０
０
年
。
そ
し
て
こ
れ

か
ら
の
５
０
０
年
に
向
け
て
の
タ
ー
ニ
ン

グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
一
年
と
な
り
ま
す
。

親
先
祖
が
繋
い
で
下
さ
っ
た
命
の
バ
ト
ン

を
シ
ッ
カ
リ
握
り
し
め
、
真
成
寺
檀
信
徒

の
皆
様
と
一
緒
に
、
歴
史
の
証
人
と
し
て

の
使
命
と
有
り
難
さ
を
感
じ
る
わ
け
で
ご

ざ
い
ま
す
。 

さ
て
、
今
年
の
十
月
二
十
八
日
（
土
） 

 

 

に
プ
レ
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
。
十
一
月
三
日
と

四
日
の
２
日
間
に
わ
た
っ
て
記
念
イ
ベ
ン
ト

の
開
催
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
中
で
も
十
一

月
四
日
の
午
後
に
開
催
す
る
音
楽
法
要
で

は
、
身
延
山
か
ら
万
灯
行
列
が
お
祝
い
に
駆

け
付
け
て
く
れ
ま
す
。
ま
た
万
灯
行
列
に
合

わ
せ
て
稚
児
行
列
も
賑
々
し
く
行
う
予
定
で

す
。
真
成
寺
で
は
現
在
、
総
勢
１
０
０
名
を

超
え
る
稚
児
達
を
募
集
し
て
お
り
ま
す
。
５

０
０
年
と
い
う
記
念
す
べ
き
稚
児
行
列
で

す
。
こ
の
御
縁
を
、
御
縁
の
あ
る
皆
様
と
一

緒
に
作
っ
て
い
き
た
い
と
意
気
込
ん
で
い
ま

す
。
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
真
成
寺
に
お

気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
れ
ば
幸
い
で

す
。
稚
児
行
列
に
参
加
希
望
の
お
子
様
は
、

ド
シ
ド
シ
お
申
し
込
み
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
、
皆
さ
ま
の
ご
参
加
を
心
よ
り
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。 

 

●
【
無
縁
を
有
縁
に
す
る
久
遠
廟
】 

さ
て
、
去
る
４
月
８
日
『
花
祭
り
（
お
釈

迦
様
の
誕
生
日
）
』
に
合
わ
せ
て
、
【
久
遠

廟
】
の
入
魂
開
眼
式
を
無
事
に
終
え
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。 

開
眼
式
当
日
の
天
気
予
報
は
「
雨
」
と
い

う
事
で
し
た
が
、
開
眼
式
の
最
中
は
雲
の
切

れ
間
か
ら
青
空
が
顔
を
出
し
、
暖
か
い
日
差

し
が
私
達
に
降
り
注
い
で
く
れ
た
時
に
は
、

思
わ
ず
感
涙
い
た
し
ま
し
た
。 

当
日
の
『
開
眼
式
』
な
ら
び
に
『
花
祭
り
』

に
ご
参
詣
頂
き
ま
し
た
檀
信
徒
の
皆
様
方
、

お
疲
れ
様
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
開
眼

式
に
先
立
ち
、
境
内
や
久
遠
廟
の
清
掃
に
勤 

 

 

し
ん
で
下
さ
っ
た
方
々
、
本
当
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
祝
い
お
供
え
物
を
頂

戴
し
た
方
々
、
本
当
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。 

４
月
８
日
に
お
申
し
込
み
を
開
始
し
た

【
久
遠
廟
】
で
す
が
、
既
に
数
体
の
方
々
が

納
ま
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
納
骨
さ
せ
て
頂

き
た
い
と
い
う
声
も
多
く
聞
か
れ
ま
す
。
そ

も
そ
も
【
久
遠
廟
】
建
立
を
志
し
た
動
機
に

は
、
檀
信
徒
の
切
実
な
声
が
あ
り
ま
し
た
。 

実
際
に
久
遠
廟
を
契
約
し
た
人
達
の
理
由

と
し
て
多
い
の
は
「
子
供
が
い
な
い
・
子
供

が
娘
だ
け
」
と
い
う
声
で
す
。
ま
た
「
シ
ン

グ
ル
の
女
性
」
の
声
も
多
く
、
承
継
者
が
い

な
い
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。
更
に
「
夫
や
、
夫
の
家
の
墓
と

別
を
希
望
・
子
供
に
頼
れ
な
い
、
頼
り
た
く

な
い
」
な
ど
、
「
家
墓
（
い
え
ば
か
）
か
ら

脱
却
し
た
い
」
と
い
う
価
値
観
の
ほ
か
、「
再

婚
」
や
「
離
婚
し
た
女
性
」
も
少
な
く
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
子
々
孫
々
で
の
継
承
を
前

提
と
し
た
家
墓
（
個
人
墓
）
で
は
、
こ
う
し

た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
価
値
観
の
多
様
化
に

は
対
応
で
き
ま
せ
ん
。 

厚
生
労
働
省
の
科
学
研
究
で
平
成
十(

１

９
９
８)

年
に
実
施
さ
れ
た
「
墓
地
に
関
す
る

意
識
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
墓
地
に
関
す
る
社

会
問
題
と
し
て
、
「
墓
地
の
高
騰
」
・
「
墓

地
の
不
足
」
・
「
墓
地
の
承
継
者
が
い
な
い

こ
と
」
の
回
答
率
が
高
い
結
果
と
な
り
ま
し

た
。
こ
の
う
ち
「
墓
地
の
高
騰
」
や
「
墓
地

の
不
足
」
は
大
都
市
部
で
の
み
顕
著
な
問
題

で
す
が
、
「
墓
地
の
承
継
者
が
い
な
い
こ
と
」

は
、
都
市
規
模
に
関
係
な
く
問
題
が
顕
在
化 

 

 

し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。 

つ
ま
り
大
都
市
部
で
は
、
少
子
化
や
人
口 

移
動
な
ど
で
墓
の
承
継
者
の
確
保
が
困
難 

に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
地
方
都
市
や 

郡
部
で
は
、
過
疎
化
の
中
で
承
継
者
の
確 

保
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。 

将
来
的
に
家
墓
の
承
継
が
ま
す
ま
す
困
難 

に
な
っ
て
い
く
と
い
う
構
図
は
全
国
的
な 

傾
向
の
よ
う
で
す
。
「
今
の
墓
制
で
は
後 

継
者
の
い
な
い
人
達
に
、
死
後
の
行
き
先 

が
な
い
」
と
い
う
社
会
の
変
化
と
、
切
実 

な
訴
え
を
感
じ
取
り
、
承
継
者
の
必
要
が 

な
い
永
代
供
養
墓
【
久
遠
廟
】
の
建
立
に 

踏
み
切
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。 

ま
た
【
久
遠
廟
】
の
大
き
な
テ
ー
マ
の 

１
つ
が
、
『
無
縁
（
墓
）
』
を
無
く
す
こ 

と
に
あ
り
ま
す
。
誰
一
人
と
し
て
、
独
り 

で
生
ま
れ
出
た
者
は
お
り
ま
せ
ん
。
誰
し 

も
が
親
先
祖
あ
っ
て
の
自
分
の
命
を
生
き 

て
い
ま
す
。
お
墓
と
は
、
自
分
の
命
の
源
、

つ
ま
り
親
先
祖
に
合
掌
を
し
、
今
あ
る
自 

分
の
命
に
感
謝
の
念
を
新
た
に
す
る
パ
ワ 

ー
ス
ポ
ッ
ト
と
い
え
ま
す
。
お
墓
を
疎
か 

に
し
て
良
い
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

た
だ
先
述
し
た
よ
う
に
「
承
継
者
が
い
な
い 

」
な
ど
様
々
な
理
由
で
、
物
理
的
に
お
参 

り
が
適
わ
な
い
檀
信
徒
の
存
在
が
あ
る
こ 

と
も
否
め
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
お
墓
参
り 

が
で
き
な
い
方
々
に
代
わ
っ
て
、
あ
る
い 

は
お
墓
参
り
し
て
く
れ
る
承
継
者
が
い
な 

く
て
も
、
そ
ん
な
皆
様
が
終
の
棲
家
と
し 

て
安
心
し
て
納
め
ら
れ
る
お
墓
。
真
成
寺 

が
永
代
に
わ
た
っ
て
供
養
と
管
理
を
さ
せ 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
て
頂
く
お
墓
が
【
久
遠
廟
】
と
い
う
わ
け

で
す
。
永
代
供
養
と
は
文
字
通
り
、
真
成

寺
の
住
職
が
責
任
を
も
っ
て
永
代
に
わ
た

り
、
子
々
孫
々
ま
で
ご
先
祖
様
を
御
供
養

す
る
こ
と
で
す
。 

 

●
【
お
寺
が
地
域
の
中
核
に
な
る
】 

地
域
共
同
体
の
弱
体
化
や
、
核
家
族
化

の
進
展
、
産
業
構
造
の
変
化
な
ど
に
伴
う

来
世
観
の
崩
壊
、
価
値
観
や
ラ
イ
フ
ス
タ

イ
ル
の
多
様
化
…
。
社
会
の
基
本
単
位
が

個
人
と
な
り
、
家
族
や
血
縁
で
、
お
墓
や

御
供
養
を
継
承
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
昨

今
に
お
い
て
、
社
会
全
体
で
支
え
合
う
こ

と
が
必
要
と
な
り
ま
し
た
。
お
寺
は
そ
の

中
核
と
な
る
べ
き
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。 

【
久
遠
廟
】
も
、
そ
の
一
端
を
担
う
一
つ

の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
同
じ
墓

に
入
る
人
達
同
士
で
親
先
祖
を
供
養
す
る

と
い
う
の
は
、
ま
さ
し
く
死
者
と
生
者
の

「
結
縁
」
を
作
る
こ
と
で
す
。
【
久
遠
廟
】

に
は
真
成
寺
の
お
檀
家
さ
ん
の
み
な
ら

ず
、
ご
縁
の
あ
る
ご
信
者
の
皆
様
も
お
ら

れ
ま
す
。
ご
信
者
さ
ん
は
お
檀
家
さ
ん
と

違
っ
て
、
お
寺
へ
の
帰
属
意
識
が
あ
る
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
御
納
骨
い

た
だ
い
た
な
ら
ば
、
少
し
で
も
日
蓮
宗
や

仏
教
に
関
心
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
の

様
々
な
工
夫
を
凝
ら
し
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。 

そ
し
て
檀
信
徒
や
【
久
遠
廟
】
へ
の
納

骨
者
だ
け
で
は
な
く
、
地
元
の
人
達
も
気 

 

 

軽
に
集
え
る
お
寺
を
作
り
上
げ
た
い
。 

【
久
遠
廟
】
の
構
想
は
、
建
立
す
る
こ
と
が

最
終
目
的
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
檀
信
徒
の
声

や
社
会
の
ニ
ー
ズ
（
要
求
）
に
応
え
る
お
寺

を
つ
く
る
た
め
の
足
掛
か
り
に
繋
げ
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。 

冬
至
に
開
催
し
て
い
る
『
冬
至
水
行
祭
・

ほ
し
ま
つ
り
』
に
は
、
全
国
各
地
か
ら
参
加

者
が
集
う
行
事
に
成
長
し
ま
し
た
。
し
か
も

参
加
者
の
過
半
数
が
、
そ
れ
ま
で
真
成
寺
や

法
華
経
・
日
蓮
宗
な
ど
と
の
御
縁
が
無
か
っ

た
方
々
で
す
。
当
初
は
興
味
本
位
で
水
行
に

参
加
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
水
行
祭
が

終
わ
っ
た
後
に
、
「
毎
日
お
仏
壇
で
手
を
合

わ
せ
て
い
ま
す
」
・
「
お
風
呂
場
で
南
無
妙

法
蓮
華
経
と
唱
え
な
が
ら
水
を
被
っ
て
冬
至

に
向
け
て
精
進
し
て
い
ま
す
」
な
ど
の
声
が

寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

同
じ
様
に
【
久
遠
廟
】
が
皆
様
の
心
の
拠

り
所
と
な
り
、
心
穏
や
か
に
素
直
な
気
持
ち

で
集
い
た
く
な
る
場
所
、
納
骨
者
同
士
で
互

い
に
支
え
合
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
構
築
を
目

指
し
ま
す
。 

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
家
族
の
あ
り
方
が
多

様
化
し
、
現
代
人
が
抱
え
る
問
題
は
、
お
葬

式
や
遺
言
、
介
護
や
死
の
看
取
り
、
そ
し
て

自
身
の
死
の
迎
え
方
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
ま

す
。
こ
れ
ま
で
は
家
族
や
家
が
支
え
て
き
た

こ
う
し
た
問
題
を
、
社
会
全
体
で
支
え
合
っ

て
い
く
事
が
肝
要
で
す
。
お
寺
に
集
う
人
達

と
そ
れ
を
支
え
る
人
達
。
【
久
遠
廟
】
を
開

設
運
営
す
る
こ
と
で
終
わ
り
で
は
な
く
、
そ

こ
か
ら
始
ま
る
「
結
縁
」
を
強
固
な
も
の
に 

 

 

し
て
い
く
こ
と
が
、
大
き
な
意
味
で
【
久
遠

廟
】
建
立
の
意
義
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ

の
中
核
を
担
う
の
が
お
寺
の
役
割
で
す
。
親

先
祖
を
慕
い
、
敬
虔
な
気
持
ち
を
育
む
心
の

拠
り
所
に
な
れ
る
事
を
切
に
祈
っ
て
い
ま

す
。 

合

合
掌 

副
住
職 

谷
川
寛
敬 
    

 

  
 

    
 

     
 

       
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 久遠廟のパンフレット 

出来ましたよ～！！  




