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境
内
に
は
毎
年
沢
山

の
花
が
咲
き
ま
す
。
六

十
一
号
よ
り
裏
面
に
宝

清
寺
の
花
々
を
紹
介
し

て
い
ま
す
。

」
守
護
を
祈
願
し
た
い
と
悪
っ
て
い
ま
す
。
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職
ひ
と
口
浪
録
十
ｉ
｀

Ｑ
「
お
仏
壇
で
も
お
墓
で
も
、
お
参
り
す

る
時
に
は
必
ず
と
い
っ
て
良
い
ほ
ど
、
お

花
・
お
水
・
お
線
番
を
お
供
え
し
ま
す
が
、

な
ぜ
で
す
か
。
」

Ａ
　
『
そ
れ
は
、
イ
ン
ド
か
ら
伝
え
ら
れ
た

習
慣
で
す
。
イ
ン
ド
の
言
葉
サ
ン
ス
ク
リ
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リ
ア
の
世
界
遺
産
に
落
書
き
を
し
た
大
学
生
や
野
球
部
の
コ
ー
チ
が
い
た
。
人
は
滅
多
一

れ
な
い
場
所
に
来
ら
れ
た
悦
び
か
ら
、
自
分
の
名
前
な
ど
を
記
す
の
だ
ろ
う
。
目
本
の
Ｉ

テ
ィ
テ
ィ
プ
ー
ジ
ヤ
ー
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
お
客
さ
ま
を
自
宅
に
招
い
て
心
か

ら
尊
敬
し
、
お
も
て
な
し
を
し
、
供
養
を
し

て
い
る
の
で
す
。
こ
の
時
に
忘
れ
る
こ
と
な

く
調
え
ら
れ
る
の
が
、
美
し
い
お
花
と
清
ら

か
で
冷
た
い
水
と
お
香
な
の
で
す
。
庭
に
咲

い
た
花
や
町
で
買
っ
て
き
た
花
に
糸
を
通
し

て
花
輪
を
作
り
、
お
客
さ
ま
に
プ
レ
ゼ
ン
ト

し
ま
す
。
イ
ン
ド
は
熟
く
か
わ
い
た
土
地
が

多
く
、
ど
こ
で
も
水
は
宝
物
で
す
。
そ
の
水

を
用
意
し
て
飲
み
水
は
も
ち
ろ
ん
、
顔
や
手

足
を
洗
っ
て
頂
き
ま
す
。
お
香
は
、
暑
さ
を

忘
れ
さ
せ
て
、
気
分
を
さ
わ
や
か
に
す
る
自

然
の
清
涼
剤
と
し
て
、
お
客
さ
ま
の
疲
れ
を

癒
や
し
ま
す
。

　
私
た
ち
が
ご
供
養
の
た
め
に
用
意
す
る
お

花
・
お
水
・
お
練
番
は
、
イ
ン
ド
の
圖
で
今

も
行
わ
れ
て
い
る
‘
客
人
供
養
；
お
客
さ

ま
ご
接
待
’
の
作
法
そ
の
ま
ま
な
の
で
す
。

　
目
本
に
も
昔
は
ご
近
所
や
親
戚
の
つ
き
合

い
・
会
社
の
同
僚
や
上
司
・
友
人
と
の
交
流

が
生
活
に
密
着
し
て
あ
っ
た
。
食
事
の
後
に

使
わ
れ
る
「
ご
馳
走
さ
ま
」
と
い
う
言
葉
は

本
来
、
訪
問
し
た
際
、
お
世
話
に
な
っ
た
相

手
に
対
し
「
走
り
ま
わ
り
お
世
話
を
掛
け
ま

し
た
」
と
「
ね
ぎ
ら
う
」
言
葉
と
し
て
生
ま

れ
た
も
の
の
よ
う
で
す
。
昔
は
人
々
の
交
流

が
頻
繁
に
行
わ
れ
、
そ
こ
か
ら
人
々
は
社
会

性
を
身
に
つ
け
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
ど
う
ぞ
、
お
彼
岸
に
は
ご
察
族
そ
ろ
っ
て

お
仏
埠
に
・
お
暮
に
、
‘
大
切
な
お
客
さ
ま

を
お
も
て
な
し
す
る
心
’
で
お
花
・
お
水
・

お
線
番
を
用
意
し
て
お
参
り
す
る
よ
う
心
掛

け
て
下
さ
い
。

　
野
崎
千
秋
・
仕
口
富
士
子
の
両
名
が
退
職

し
、
新
た
に
、
萩
原
宏
意
さ
ん
が
加
わ
り
、

現
在
勤
務
の
岩
間
雅
美
・
坂
井
美
千
代
の
三

名
で
皆
さ
ま
の
お
世
話
を
致
し
ま
す
。
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先
日
、
あ
る
お
檀
家
の
奥
様
が
最
近
、
気
に

な
る
こ
と
ば
か
り
起
こ
る
の
で
、
家
内
安
全
と

身
体
健
全
の
ご
祈
祷
を
し
て
欲
し
い
と
い
ら
っ

し
や
っ
た
。
ご
祈
梼
が
終
わ
っ
た
後
、
今
度
お

寺
で
何
か
さ
れ
る
時
の
足
し
に
し
て
下
さ
い
と

金
一
封
を
置
い
て
い
か
れ
た
。
こ
の
こ
と
を
機

に
お
寺
で
何
か
す
る
こ
と
は
な
い
か
考
え
た
結

果
、
た
ち
ば
な
新
聞
で
紹
介
さ
せ
て
頂
い
た
と

お
り
、
篤
志
家
の
陰
徳
（
寄
追
考
の
名
前
を
出

さ
ず
に
寄
進
さ
れ
る
こ
と
）
・
陽
徳
（
名
前
を

出
し
て
寄
進
す
る
こ
と
）
に
よ
っ
て
、
先
代
師

父
住
職
が
建
立
し
た
「
七
面
堂
」
が
充
実
し
て

生
ま
れ
変
わ
っ
た
。
当
山
で
は
、
七
面
堂
の
右

脇
に
「
八
幡
大
菩
薩
」
。
を
お
頻
り
し
て
い
る
が

爾
ざ
ら
し
の
た
め
か
、
古
び
て
い
た
ん
だ
状
況

に
あ
る
事
に
気
づ
い
た
。
ハ
幡
大
菩
薩
に
つ
い

て
目
蓮
聖
人
は
、
「
釈
尊
は
イ
ン
ド
に
法
華
経

を
説
き
、
目
本
国
で
は
ハ
幡
大
菩
薩
と
し
て
示

現
し
た
」
と
、
釈
迦
の
化
身
と
し
、
「
神
は
第

一
天
照
太
神
・
第
ニ
ハ
幡
大
菩
薩
・
・
・
朝
夕

に
国
家
を
み
そ
な
わ
し
給
う
」
と
、
目
本
国
の

門
一
」
―
聖
人
Ｉ
Ｉ
十
｀
・
｀
‥
一

「
異
体
間
心
な
れ
ば
万
事
を
成
じ
、
同
体
異

心
な
れ
ば
諸
事
か
叶
う
べ
か
ら
ず
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
異
体
同
心
事
）

　
一
本
の
矢
は
折
れ
て
も
三
本
の
矢
は
折
れ

な
い
と
い
う
。
人
が
心
か
ら
一
致
団
結
す
れ

ば
不
可
能
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

－
一
琴
‐
�
Ｉ
～
ｌ
ｌ
～
ｌ
ａ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
祁
一
Ｉ
一
個
‐
麟
騨
‐
１
１
－
騨
一
‐
僻
Ｉ
Ｉ
・
－
一
Ｉ
Ｓ
～
ｓ
Ｉ
～
Ｓ
Ｉ
～
ａ
Ｓ
～
ｌ
ｌ
～
ｌ
ｓ
～
ａ
ｌ
～
ｌ
ｌ
～
ｓ
ｓ
～
一
－
一
一
一

守
護
神
と
し
て
日
本
第
二
の
神
と
し
て
位
置
づ
け
、

「
日
本
守
護
の
天
照
太
神
ハ
幡
大
菩
薩
、
人
の
眼
を

お
し
む
が
が
ご
と
く
、
諸
天
の
帝
釈
を
敬
う
が
ご
と

く
、
母
の
子
を
愛
す
る
が
如
く
守
る
」
と
、
法
華
経

を
持
つ
人
を
守
護
す
る
と
し
て
い
る
。
戦
国
の
武
将

が
大
事
な
戦
の
時
、
戦
場
に
、
南
無
ハ
幡
大
菩
薩
の

幟
を
軍
旗
と
し
て
持
参
し
た
。
お
檀
家
の
故
野
村
浩

司
さ
ま
が
生
前
先
祖
が
残
し
た
家
宝
だ
が
自
分
で
は

護
り
き
れ
な
い
と
言
っ
て
、
軍
旗
と
し
て
使
っ
た
八

幡
大
菩
薩
の
掛
け
軸
を
奉
納
さ
れ
た
。
現
在
、
本
堂

右
脇
の
床
の
間
に
掛
け
て
あ
る
。
昨
今
の
社
会
の
混

乱
を
見
た
時
、
住
職
と
し
て
八
幡
大
書
薩
を
整
備
し

一
名
所
旧
跡
に
お
い
て
も
、
関
係
者
は
来
前
者
の
落
書
き
に
悩
ん
で
い
る
。
「
西
遊
記
」
に
孫
悟
一

一
空
が
お
釈
迦
様
の
教
え
に
反
抗
し
、
お
釈
迦
様
の
手
の
届
か
な
い
遠
い
所
に
行
く
と
言
っ
て
、
一

一
助
斗
雲
（
き
ん
と
ん
う
ん
）
に
乗
っ
て
は
る
か
遠
く
ま
で
来
た
。
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
大
丈
夫
だ
Ｉ

一
ろ
う
と
思
っ
た
孫
悟
空
の
目
の
前
に
五
本
の
柱
が
目
に
入
っ
た
。
丁
度
良
い
と
真
ん
中
に
「
悟
一

一
空
来
る
」
と
書
き
、
お
釈
迦
様
の
と
こ
ろ
に
戻
り
伝
え
た
と
こ
ろ
、
お
釈
迦
様
は
こ
れ
か
と
自
一

一
分
の
手
を
広
げ
て
見
せ
た
。
孫
悟
空
は
お
釈
迦
様
の
手
の
中
か
ら
出
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
話
一

一
が
載
っ
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
の
文
豪
森
鴎
外
・
夏
目
漱
石
は
、
「
自
分
が
こ
の
よ
う
に
生
き
Ｉ

一
て
き
た
と
い
う
あ
か
し
を
書
籍
に
残
し
だ
い
だ
け
だ
。
」
と
自
身
の
小
説
執
筆
に
つ
い
て
述
ベ
ー

一
て
い
る
が
、
世
界
遺
塵
の
落
書
き
は
、
残
し
た
い
気
持
ち
は
一
緒
で
も
こ
れ
ら
と
は
大
分
次
元
一

一
名
所
旧
跡
に
お
い
て
も
、
関
係
者
は
来
前
者
の
落
書
き
に
悩
ん
で
い
る
。
「
西
遊
記
」

て
い
る
が
、
世
界
遺
塵
の
落
書
き
は
、
残
し
た
い
気
持
ち
は
一
緒
で
も
こ
れ
ら
と
は
大
分
次
元
〃

の
違
う
話
だ
。
最
近
は
、
経
済
や
社
会
の
情
勢
か
ら
パ
ー
ト
や
派
遣
で
仕
事
を
す
る
人
が
多
い
。
一

多
く
の
人
た
ち
は
す
ぐ
に
人
の
取
り
替
え
が
出
来
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
人
の
能
力
や
人
柄
を
発
一
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ｉｊ　
　
‐
　
ｌ

ｌ
～
９
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－
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／
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／
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ｄ
一
　
　
一
ｉ

一

と
が
難
し
い
世
の
中
に
な
っ
た
。
菩
は
先
祖
と
共
に
家
族
が
あ
っ
た
。
各
寺
院
の
本
堂
に
は
年

一

一

回
に
故
人
の
菩
提
の
た
め
に
と
仏
具
が
奉
納
さ
れ
て
い
る
。
奉
納
し
た
人
た
ち
は
、
そ
こ
に
「
先

一

一

祖
に
感
謝
し
、
生
き
て
い
る
あ
か
し
を
記
し
た
」
。
と
思
わ
れ
る
。
今
こ
そ
、
家
族
が
異
体
同
心

一

一
に
支
え
合
い
、
仏
事
の
折
な
ど
に
「
ど
う
生
き
る
か
」
を
学
び
「
こ
の
よ
う
に
生
き
て
き
た
」
一

一
と
�
り
継
が
れ
る
よ
う
に
心
掛
け
て
、
今
の
厳
し
い
社
会
を
生
き
抜
い
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。
一

Ｉ
、
Ｘ
Ｉ
’
ベ
ー
Ｘ
Ｉ
、
Ｘ
―
Ｎ
Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ｘ
Ｉ
。
Ｘ
Ｉ
Ｘ
Ｉ
。
Ｘ
゛
Ｉ
Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ｘ
Ｉ
Ｘ
Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ｘ
Ｉ
。
Ｎ
―
Ｘ
Ｉ
ペ
ー
、
Ｘ
Ｉ
Ｘ
Ｉ
、
Ｘ
Ｉ
Ｘ
Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ｘ
Ｉ
Ｘ
Ｉ
Ｘ
Ｉ
、
Ｘ
Ｉ
。
ペ
ー
。

揮
す
る
こ
と
が
出
来
に
く
い
。
従
っ
て
、
仕
事
や
生
き
方
を
通
し
て
、
自
身
の
足
跡
を
残
す
こ
Ｉ
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三
月
彼
岸
中
日

四
月

八
日

七
月
　
十
七
日
・

七
月
　
十
七
日
・

十
月
　
十
二
日
・

九
月
彼
岸
中
日
・

二
月
　
十
五
日
・

二
月
　
十
六
日
・

四
月
　
　
八
日
・

四
月
二
十
八
目
・

五
月
　
十
二
目
・

五
月

七
月

八
月
一

十
七

目

八
日

一
千
七
日

九
月
　
十
二
目
・

九
月
　
十
八
目
・

十
月
　
十
三
目
・

十
一
月
十
一
目
・

　　　　　　　　た

開安星除方虫商交

　　　　　　　　売

　　　　厄　　繁通

　
こ
の
ほ
か
に
も

や
、
年
忌
供
養
・

養
等
も
行
っ
て
お

り祥諸

ま
で
ご
相
談
く
だ
さ

位
塔花孟

　
婆
　
供
　
養

　
　
祭
　
　
り

蘭
盆
会
供
養

お
施
餓
鬼
法
要

お
会
式
法
要

塔
婆
供
養

小宗池龍松本身伊立釈家釈
松祖上ノ葉尊延豆教尊祖尊
影卸御削袖御ふ開隆隆せ
訟会人訟jl願人離京誕誕槃

会式出会会会出会会会会会

盛
安祈

2ま月祈運産

　す命顔　゜日や

　詳供自
　し養動

し

嗇　　　　　　祈

白
貿守守祭服除封服全

月

命

日

供

く

は

寺

務

所

ｔ
夏
萎

　
私
に
は
故
郷
が
な
い
。
幸
い
か
な
、
高
速
道

路
の
４
０
�
以
上
に
お
よ
ぶ
渋
滞
の
経
験
や
、

乗
車
率
一
四
〇
％
以
上
に
も
な
る
電
車
に
も
乗

っ
た
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
、
故
郷
の
あ
る
人

の
感
動
も
味
わ
っ
た
こ
と
が
な
い
の
は
淋
し
い

か
ぎ
り
で
あ
る
。

　
七
月
、
八
月
と
各
ご
家
庭
に
お
盆
の
お
経
ま

わ
り
（
棚
経
）
に
う
か
が
っ
た
。
ど
こ
の
家
で

も
ご
先
祖
様
を
お
迎
え
す
る
準
備
が
な
さ
れ
て

い
る
が
、
飾
り
付
け
や
お
供
え
物
は
百
人
百
色

で
あ
る
。
ご
先
祖
様
を
お
迎
え
す
る
の
仁
、
な

に
が
正
し
い
と
か
、
間
違
っ
て
い
る
な
ど
と
い

う
も
の
は
な
く
、
心
の
こ
も
っ
た
お
も
て
な
し

が
大
切
だ
と
思
う
。

　
故
郷
に
帰
っ
て
か
ら
、
ご
先
祖
様
を
お
迎
え

す
る
人
も
あ
れ
ば
、
お
寺
の
施
餓
鬼
会
で
先
祖

供
養
を
さ
れ
る
方
も
い
る
で
あ
ろ
う
。
供
養
の

方
法
も
種
々
で
あ
る
が
、
ご
先
祖
さ
ま
に
と
っ

て
子
孫
や
親
類
の
家
は
故
郷
の
よ
う
な
と
こ
ろ

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
／

　
本
年
の
棚
経
を
無
事
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

盛
夏
の
折
、
お
経
ま
わ
り
を
さ
せ
て
頂
い
た
私

は
、
皆
様
の
笑
顔
で
お
迎
え
く
だ
さ
っ
た
の
を

見
て
、
ご
先
祖
様
も
よ
ろ
こ
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ

る
と
感
じ
た
。

　
宝
清
寺
に
は
多
く
の
仏
様
や
菩
薩
様
が
ま
つ

ら
れ
て
い
ま
す
。
本
堂
よ
り
見
て
、
右
手
に

じ
ょ
う
ぎ
ょ
う
ど
う
　
　
し
ち
め
ん
ど
う

浄
　
行
堂
と
七
面
堂
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
閲
に
ひ
っ
そ
り
と
立
っ
て
い
る
の
が
八
幡

堂
で
す
。
ハ
幡
堂
に
は
ハ
幡
大
菩
薩
が
ま
つ
ら

れ
て
い
ま
す
。
永
い
閲
、

少
し
古
く
な
っ
て
お
り
、

ま
す
。

風
雨
に
さ
ら
さ
れ
て

か
た
じ
け
な
く
思
い

日
蓮
聖
人
は
、
『
行
者
仏
天
守
護

紗
』
に
「
さ
れ
ば
法
華
経
を
た
も
つ
人
を
ば
、

釈
迦
多
宝
十
万
の
諸
仏

ぼ
ん
て
ん
た
い
し
や
く
に
ち

梵
天
帝
釈
日

が
つ
し
て
ん
り
ゆ
う
じ
ん
　
　
に
ほ
ん
し
ゆ
ご
　
　
て
Ｌ

月
四
天
　
竜
神
、
日
本
守
護
の
天

じ
ん由

・
之
‐

梵
天
帝

｀
ご
　
　
て
ん

し
ょ
う
た
い

　
照
　
太

ハ
幡
大
菩
薩
、
人
の
眼
を
お
し
む
が
ご
と

　
　
　
し
ょ
て
ん
　
　
た
い
し
や
く
　
　
と
う
と

く
、
諸
天
の
帝
　
釈
を
敬
ふ
が
ご
と
く
、

母
の
子
を
愛
す
る
が
如
く
守
り
お
ぽ
し
め
し

給
べ
き
事
、
影
の
身
に
し
た
が
ふ
が
如
く
な

　
　
　
　
き
ょ
う
も
ん
　
　
い
わ
　
。
　
し
ょ
て
ん
ち
ゆ
う
や

る
べ
し
。
経
文
に
云
く
、
諸
天
昼
夜
常

　
　
　
た
め
　
　
ゆ
え
　
　
こ
れ
　
　
ー
え
ご

に
法
の
為
の
故
に
之
を
衛
護
し
た
ま
う
と
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
ハ
幡
大
菩
薩
は
法
華
経
を
信
じ
、
ま
た
法
埜
・

経
を
持
つ
人
（
法
華
経
の
教
え
を
守
る
人
）
を

守
護
す
る
と
お
っ
し
や
っ
て
い
る
の
で
す
。

　
我
々
は
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て

い
ま
す
、
両
親
親
類
や
近
隣
の
方
々
の
お
世
話

に
な
り
、
ま
た
天
の
恵
み
に
よ
っ
て
日
々
の
食

物
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
自
分
ひ
と
り
で
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
う
ま
ん

き
て
い
る
と
思
う
こ
と
は
、
と
て
も
傲
慢
な

考
え
方
で
す
。

　
仏
様
に
守
ら
れ
、
自
然
の
恵
み
や
多
く
の
人

々
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、

感
謝
の
気
持
ち
を
忘
れ
ず
に
、
日
々
の
生
活
を

送
り
た
い
も
の
で
す
。
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彼
岸
が
近
づ
く
と
、
彼
岸
花
の
見
頃
が
や
っ

て
き
ま
す
。
毒
が
あ
る
と
か
、
名
前
が
悪
い
と

か
、
と
か
く
敬
遠
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で

す
が
、
別
名
と
し
て
曼
珠
沙
華
と
呼
ば
れ
、
法

華
経
の
中
に
も

登
場
し
、
「
天

上
の
花
」
と
い

う
意
味
を
持
っ

て
お
り
、
良
い

こ
と
が
起
き
る

兆
し
と
し
て
、

天
上
か
ら
降
り

注
ぐ
と
い
わ
れ

て
ぃ
い
ま
す
。

　
お
彼
岸
の
お

参
り
の
際
は
、

曼
珠
沙
華
を
探
し
て
み
て
は
い
か
が
で
す
か
。

良
い
兆
し
に
め
ぐ
り
あ
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん

よ
。

　
本
年
も
猛
暑
日
が
続
き
、
熱
中
症
で
身
体
の

具
合
を
悪
く
す
る
方
が
多
い
よ
う
で
す
。

　
の
ど
か
乾
い
た
と
思
っ
て
か
ら
水
分
を
補
給

す
る
の
で
は
、
遅
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
早

め
の
水
分
補
給
を
こ
こ
ろ
か
け
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
お
茶
や
ウ
ー
ロ
ン
茶
を
飲
ん
で
い
る

の
で
安
心
だ
と
言
わ
れ
る
方
か
お
り
ま
す
が
、

お
茶
や
ウ
ー
ロ
ン
茶
は
利
尿
作
用
も
あ
り
、
身

体
の
水
分
を
出
し
て
し
ま
う
事
が
あ
り
ま
す
。
　

一
番
良
い
の
は
、
水
を
補
給
す
る
こ
と
だ
そ
う

で
す
。
ま
た
ス
ポ
ー
ツ
ド
リ
ン
ク
で
も
け
っ
こ

う
で
す
。

　
睡
眠
中
に
は
、
コ
ッ
プ
ニ
杯
以
上
の
汗
を
か

い
て
い
る
そ
う
で
す
。
朝
一
杯
の
水
を
飲
む
こ

と
は
、
特
に
良
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
新
聞
を
ご
覧
の
皆
さ
ま
か
ら
の
投
書
を
募
集

し
ま
す
。
「
健
康
の
秘
訣
」
や
、
身
近
に
あ
っ

た
こ
と
、
仏
教
に
関
す
る
質
問
な
ど
も
受
け
付

け
ま
す
。
ご
連
絡
は
下
記
住
所
ま
で
、
お
手
紙

を
お
送
り
く
だ
さ
い
。
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