
                           

、 

 

と
げ 

坂
村
真
民 

  

刺
さ
っ
て
い
た
の
は 

虫
メ
ガ
ネ
で

見
ね
ば
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
の
と
げ
で
あ

っ
た 

そ
の
と
げ
を
見
な
が
ら
思
っ
た

わ
た
し
た
ち
は
も
っ
と
も
っ
と
痛
い
と

げ
を 

人
の
心
に
刺
し
込
ん
だ
り
し
て

は
い
な
い
だ
ろ
う
か
と 

こ
ん
な
小
さ

い
と
げ
で
も 

夜
中
に
目
を
覚
ま
す
ほ

ど
痛
い
の
に 

と
れ
な
い
と
げ
の
よ
う

な
言
葉
を
口
走
っ
た
り
は
し
な
か
っ
た

か
と 

教
師
で
あ
っ
た
わ
た
し
は
特
に

そ
の
こ
と
が
思
わ
れ
た 

  

坂
村
真
民
さ
ん
の
詩
を
よ
く
読
ま
せ

て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
が
、
こ
の
詩
も

自
分
に
当
て
は
め
て
み
る
と
思
い
当
た

る
こ
と
が
沢
山
あ
り
ま
す
。 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大

も
一
向
に
収
ま
る
気
配
が
あ
り
ま
せ

ん
。
流
行
り
出
し
た
頃
は
あ
そ
こ
の

誰
々
さ
ん
が
感
染
し
た
そ
う
だ
。
ど
ん 

 

 
 

 
  

 

 

 
 

 
  

な
暮
ら
し
を
し
て
い
た
ん
だ
ろ
う
と

か
、
い
じ
め
ら
れ
た
そ
う
だ
、
感
染
経

路
は
ど
こ
な
ん
だ
ろ
う
と
か
、
あ
れ
こ

れ
詮
索
を
し
た
り
、
よ
く
事
情
も
知
り

も
し
な
い
で
人
の
心
を
傷
つ
け
て
い
た

か
も
知
れ
ま
せ
ん
し
、
そ
の
人
に
不
愉

快
な
思
い
を
さ
せ
て
い
た
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。
発
し
た
言
葉
が
そ
の
人
を
傷
つ 

          

け
て
い
な
い
か
、
相
手
の
気
持
ち
を
思

う
こ
と
が
大
切
だ
と
つ
く
づ
く
感
じ
ま

し
た
。
こ
の
「
と
げ
」
と
い
う
坂
村
真

民
さ
ん
の
詩
か
ら
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ

ま
し
た
。 

 

朝
の
勤
行
、
お
仏
壇
の
お
参
り
は
毎

日
欠
か
さ
な
い
で
す
が
、
そ
の
折
り
に

は
ご
本
尊
様
、
ご
先
祖
様
に
掌
を
合
わ

せ
、
昨
日
一
日
の
出
来
事
を
思
い
出
し
、

他
人
に
ど
う
接
し
た
だ
ろ
う
か
、
い
や

な
思
い
を
さ
せ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
、

反
省
を
し
今
日
一
日
正
し
く
生
き
て
参

り
ま
す
と
誓
い
ま
す
。 

 

お
釈
迦
様
の
遺
言
の
お
経
で
あ
る

「
仏
遺
教
経
」
に
は
、「
漸
恥
の
服
は
諸

の
荘
厳
に
お
い
て
最
も
第
一
な
り
と

す
」
ま
た
、
お
袈
裟
の
功
徳
を
説
い
た

経
典
「
法
衣
十
勝
利
」
で
は
、「
法
服
は

能
く
世
の
羞
恥
を
遮
い
、
慚
愧
円
満
し

て
福
を
生
ず
る
田
な
り
」
と
示
さ
れ
て

い
ま
す
。
人
間
と
し
て
正
し
く
生
き
て

行
く
に
は
、
こ
の
慚
恥
、
羞
恥
心
と
い

う
何
事
に
も
恥
じ
入
る
心
、
反
省
の
念

を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。「
世
の
羞
恥

を
遮
う
」「
福
を
生
ず
る
田
」
で
あ
る
お

袈
裟
を
身
に
着
け
て
い
る
我
々
僧
侶
を

は
じ
め
、
世
間
の
人
も
決
し
て
他
人
を

傷
付
け
る
よ
う
な
言
葉
は
慎
ま
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。「
あ
ん
な
こ
と
を
言
っ

て
す
ま
な
い
こ
と
を
し
た
」「
今
度
か
ら

は
気
を
付
け
よ
う
」
と
い
う
反
省
の
心

を
持
ち
続
け
、
他
人
へ
の
思
い
や
り
を

持
っ
て
人
生
を
歩
む
こ
と
が
大
切
で
あ

り
ま
す
。 

 

 

令
和
四
年 

年
回
忌
表 

[

回
忌] 

 
 

[

没
年] 

一
周
忌     

令
和
三
年 

三
回
忌     

令
和
二
年 

七
回
忌     

平
成
二
十
八
年 

十
三
回
忌   

平
成
二
十
二
年 

十
七
回
忌   

平
成
十
八
年 

二
十
三
回
忌 

平
成
十
二
年 

二
十
七
回
忌 

平
成
八
年 

三
十
三
回
忌 

平
成
二
年 

五
十
回
忌   

昭
和
四
十
八
年 

百
回
忌     

大
正
十
二
年 

 

▼
令
和
四
年
度(2

0
2
2

)

の
年
回
忌
表
で

す
。
当
寺
で
は
個
人
情
報
保
護
の
観
点
か

ら
本
堂
に
は
張
り
出
し
し
て
い
ま
せ
ん
。

正
当
各
家
に
は
昨
年
十
一
月
中
旬
に
通

知
し
て
い
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
日
曜
・
祝
日
の
ご
法
事
の
申
し
込
み
は

お
早
め
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

▼
「
周
」
は
「
め
ぐ
る
」
こ
と
を
意
味
す

る
言
葉
で
、
亡
く
な
っ
て
か
ら
ち
ょ
う
ど

一
め
ぐ
り
し
た
翌
年
の
そ
の
日
を
一
周

忌
と
呼
ぶ
。
回
忌
と
は
亡
く
な
ら
れ
た
日

を
最
初
の
忌
日
と
考
え
て
、
三
回
目
の
忌

日
が
「
三
回
忌
」
と
な
る
。
以
降
は
丸
六

年
目
が
七
回
忌
、
丸
十
二
年
目
が
十
三
回

忌
と
な
る
。
三
十
三
回
忌
が
弔
い
納
め
。 

宗旨 曹洞宗（そうとうしゅう）/ 本尊 釈迦牟尼仏 / 両祖 永平寺道元禅師 總持寺瑩山禅師 (一仏両祖) 
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が
あ
っ
た
の
か
分
か
ら
ぬ
ま
ま
に
秋
の

深
ま
り
は
早
い
。
秋
一
番
の
イ
ベ
ン
ト
で

あ
る
全
山
の
紅
葉
は
、
人
の
目
を
愉
し
ま

せ
る
だ
け
で
な
く
心
を
清
ら
か
に
し
、
隣

人
と
の
語
ら
い
の
舞
台
を
提
供
し
て
く

れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
燃
え
る
が
如
き
錦

の
輝
き
も
長
く
は
続
か
な
い
。
吹
き
抜
け

る
風
に
誘
わ
れ
て
、
い
つ
の
間
に
か
路
面

に
カ
ラ
コ
ロ
と
乾
い
た
音
を
響
か
せ
る

よ
う
に
な
る
と
初
冠
雪
の
声
も
聞
こ
え

て
く
る
。 

 
あ
れ
こ
れ
と
大
脳
の
指
令
が
下
が
る

が
、
今
や
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

落
ち
葉
掃
き
が
あ
る
。
晴
れ
た
日
の
作
務

は
実
に
気
持
ち
よ
い
。
参
道
を
掃
き
、
境

内
を
清
め
る
こ
と
は
何
に
も
か
え
ら
れ

な
い
喜
び
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。
心
が

ぐ
ん
と
広
が
る
思
い
で
あ
る
。
こ
の
落
ち

葉
掃
き
は
新
た
な
年
を
迎
え
る
に
当
た

り
、
寺
の
雰
囲
気
を
左
右
す
る
。
所
謂
、

降
雪
が
あ
れ
ば
消
雪
不
能
に
な
り
、
参
道

の
車
の
通
り
を
悪
く
す
る
。
（
寺
で
は
山

水
を
利
用
し
て
道
路
の
雪
を
押
し
流
す

方
法
を
と
っ
て
い
る
）
山
水
を
う
ま
く
流

す
た
め
に
落
ち
葉
掃
き
は
大
切
な
作
務

で
あ
る
。
も
し
降
雪
が
な
か
っ
た
ら
、
正

月
に
似
つ
か
わ
し
く
な
い
雰
囲
気
を
呈

し
、
身
も
心
も
清
ら
か
に
す
る
初
詣
り
の

意
に
反
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
れ
ば
普

段 

 

段
と
異
な
る
新
た
な
緊
張
感
が
生
ま
れ

る
こ
と
は
難
し
い
。
と
い
う
の
は
、
落
ち

葉
が
参
道
を
埋
め
尽
く
し
て
客
を
迎
え

る
心
が
届
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

だ
か
ら
掃
く
の
で
あ
る
。 

 

観
光
な
ど
で
遠
近
の
神
社
仏
閣
の
境

内
に
入
る
と
自
然
と
身
が
引
き
締
め
ら

れ
る
の
を
感
じ
、
洗
心
の
功
徳
が
得
ら
れ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
掃
除
に

徹
す
る
神
主
さ
ん
や
お
坊
さ
ん
達
の
か

け
が
え
の
な
い
尊
い
修
行
の
心
が
息
づ

い
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

 
 

        

あ
ち
こ
ち
の
植
え
込
み
も
家
々
も
雪

囲
い
が
始
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。
雪
囲
い
も

済
ま
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
降

雪
が
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
常
に
降
る

も
の
と
し
て
行
動
し
な
い
と
い
け
な
い
。

雪
害
に
遭
っ
て
か
ら
で
は
管
理
不
行
き

届
き
は
免
れ
な
い
。
後
悔
は
先
に
立
た
ず

で
あ
る
。
作
務
は
外
部
だ
け
に
と
ど
ま
ら

な
い
。 

 
 

 
な
い
。
新
年
を
迎
え
る
た
め
の
事
務
的
な

作
務
も
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。
年
始
札
の
作

成
、
年
回
法
要
の
繰
り
出
し
、
護
持
会
の
仕

事
と
書
き
出
せ
ば
限
り
が
な
い
が
、
雑
務

に
振
り
ま
わ
さ
れ
る
年
末
の
作
務
が
続
い

て
い
く
。 

作
務
は
修
行
の
一
つ
。
今
と
は
環
境
も

違
う
け
れ
ど
も
、
父
で
あ
る
先
住
師
匠
も

勤
務
の
合
間
を
ぬ
っ
て
庭
を
掃
い
て
い

た
。
本
堂
、
庫
裏
の
掃
除
も
こ
ま
め
に
や
り

通
し
た
。
年
始
札
を
版
木
で
お
こ
し
一
枚

一
枚
心
を
込
め
て
刷
り
上
げ
て
い
た
。
師

匠
は
、「
い
た
だ
く
人
は
一
人
、
決
し
て
粗

雑
に
い
い
加
減
に
取
り
扱
っ
て
は
な
ら
な

い
。
受
け
る
人
の
身
に
な
っ
て
、
最
善
の
行

を
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
よ
く
話
し
て

い
た
。
師
匠
の
後
ろ
姿
が
見
え
る
。
毎
日
忙

し
く
過
ご
し
て
い
た
後
ろ
姿
が
。
ま
だ
ま

だ
師
匠
の
足
も
と
に
は
及
ば
な
い
け
れ
ど

も
、
行
持
報
恩
に
勤
め
て
、
師
の
歩
ん
だ
道

を
我
が
道
と
し
て
、
一
日
一
日
精
一
杯
生

き
て
行
こ
う
と
思
う
。 
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秋
深
ま
る
中
で 

 
 
 
 
 

雲
泉
寺
住
職 

片
野
徹
榮 

 
 

い
つ
の
間
に
や
ら
季
節
も
移
り
変
わ

っ
て
今
年
も
余
す
と
こ
ろ
あ
と
二
ヶ
月

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
何
と
ま
あ
月
日

の
過
ぎ
去
る
こ
と
の
早
い
こ
と
、
こ
の

時
節
に
な
る
と
い
つ
も
焦
り
を
感
じ
て

く
る
。
本
年
度
の
寺
の
行
事
も
終
わ
り
、

来
年
度
の
計
画
立
案
に
入
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
雪
の
降
る
前
に
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
年
末
の
作
務
が

残
っ
て
い
る
か
ら
だ
。 

 

作
務
と
は
作
業
の
こ
と
で
あ
る
。
各

ご
寺
院
で
も
行
わ
れ
る
庭
木
の
剪
定
や

掃
除
な
ど
、
労
務
作
業
に
関
わ
る
こ
と

は
み
な
作
務
と
言
っ
て
い
る
。
ご
本
山

や
地
方
僧
堂
な
ど
で
は
直
歳
（
し
っ
す

い
）
と
い
う
役
僧
を
置
い
て
労
務
を
管

理
し
て
い
る
が
、
坐
禅
や
法
要
と
同
様

に
修
行
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
、
特
に
大
切
に
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド

で
は
お
袈
裟
の
一
つ
で
あ
る
五
条
衣
を

着
け
て
作
務
を
行
う
そ
う
だ
か
ら
、
作

務
は
仏
行
と
し
て
と
ら
え
る
の
が
正
し

い
見
方
で
あ
ろ
う
。 

「
秋
来
ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね

ど
も
風
の
音
に
ぞ
驚
か
れ
ぬ
る
」
と
歌

に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
、
何
時
秋
の
到
来

が 

 

＊
十
八
教
区
護
持
会
報
「
輪
」
平
成
二
十
二
年
一
月

号
よ
り
転
載
。
片
野
徹
榮
老
師
は
本
年
三
月
二
十
三

日
遷
化
さ
れ
ま
し
た
。
先
代
師
匠
を
思
い
日
々
作
務

を
怠
る
こ
と
な
く
、
伽
藍
、
境
内
は
い
つ
も
掃
き
清

め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
縁
あ
っ
て
雲
泉
寺
を
継
い
だ

恭
真
、
徹
榮
老
師
を
追
慕
し
二
十
九
世
の
法
灯
を
護

る
こ
と
が
報
恩
の
道
で
あ
る
。 

 

雪に埋もれた雲泉寺 



                           

 

柴
橋
庵 

 

当
寺
末
庵
で
あ
る
柴
橋
庵
は
十
二
世

祖
園
浄
仙
和
尚
（
平
成
二
十
九
年
二
月

十
日
死
去
・
佐
藤
百
合
子
、
後
に
渡
辺

姓
）
の
後
、
庵
主
不
在
と
な
り
現
在
に
至

っ
て
い
る
。
昔
を
た
ど
れ
ば
広
厳
寺
開

山
海
応
寿
山
大
和
尚
（
本
寺
耕
雲
寺
十

六
世
）
が
開
創
し
た
庵
寺
で
あ
り
、「
菩

提
山
源
廣
庵
」
と
称
し
て
い
た
が
、
い
つ

の
こ
と
か
ら
か
柴
橋
集
落
に
あ
る
庵
寺

と
い
う
こ
と
か
ら
「
柴
橋
庵
」
と
言
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 
資
料
に
よ
る
と
、
體
中
法
圓
和
尚
（
宝

暦
九
年
寂
）
、
覚
豊
禅
了
和
尚
（
寛
政
九

年
寂
）
、
大
用
玄
道
和
尚
（
文
化
四
年

寂
）
、
玉
瑞
貞
輪
尼
（
天
保
九
年
十
月
十

六
寂
）
、
智
外
惠
鏡
尼
（
弘
化
元
年
五
月

寂
）
、
玉
室
貞
顔
尼
（
文
久
三
年
十
一
月

寂
）
、
柏
林
祖
底
尼
（
明
治
二
十
六
年
十

月
寂
）
、
大
隣
貞
忍
尼
（
昭
和
二
年
十
一

月
寂
）
、
祥
山
貞
瑞
尼
（
大
正
六
年
七
月

寂
）
、
太
全
徳
忍
尼
（
昭
和
二
十
七
年
四

月
寂
）、
玉
庵
貞
樹
和
尚
（
十
世
・
阿
部

姓
・
昭
和
五
十
二
年
十
月
寂
）、
徳
雲
貞

乗
和
尚
（
十
一
世
・
渡
辺
姓
・
平
成
二
十

六
年
四
月
寂
）
、
祖
園
浄
仙
和
尚
（
十
二

世
・
渡
辺
姓
・
平
成
二
十
九
年
二
月
寂
）

と
庵
寺
の
法
灯
が
護
持
さ
れ
て
き
た
。 

 

ち
な
み
に
、
私
が
知
り
得
る
の
は
十 

 

世
玉
庵
貞
樹
和
尚
（
広
厳
寺
十
六
世
哲
牛

善
光
大
和
尚
の
得
度
）
か
ら
で
、
十
一
世

徳
雲
貞
乗
和
尚
は
広
厳
寺
十
七
世
大
道

徳
仙
大
和
尚
の
弟
子
で
あ
り
、
広
厳
十
八 

         

厳
十
九
世
は
兄
弟
弟
子
に
な
る
。
柴
橋
集

落
と
の
つ
な
が
り
が
深
い
庵
寺
で
す
。
何

と
か
存
続
し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。 

 

梅
花
だ
よ
り 

 

昭
和
五
十
五
年
に
設
立
さ
れ
た
当
寺

梅
花
講
は
月
二
回
の
梅
花
（
ご
詠
歌
）
練

習
会
、
全
国
大
会
、
地
方
大
会
、
各
地
講

習
会
、
検
定
会
、
親
睦
旅
行
等
の
活
動
を

し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
高
齢
化
に
伴
う

講
員
の
減
少
で
、
現
在
休
止
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。
ま
た
講
員
が
増
え
て
再
開
で
き

れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

お
唱
え
を
聴
い
て 

見
ま
し
ょ
う
。 

 

 
 
 
 

仏
事
の
知
識 

葬
儀
と
告
別
式 

 

葬
儀
は
宗
教
儀
式
の
事
を
意
味
す
る
。

仏
教
（
曹
洞
宗
）
で
は
故
人
に
対
し
て
の

授
戒
（
お
釈
迦
様
の
み
教
え
、
お
戒
名
、

お
血
脈
授
与
）
に
始
ま
り
そ
れ
に
伴
う
僧

侶
の
読
経
、
引
導
を
渡
す
ま
で
を
葬
儀
と

言
う
。
神
道
は
祝
詞
を
上
げ
る
こ
と
、
キ

リ
ス
ト
教
は
祈
り
の
作
法
等
で
す
。
こ
の

場
合
に
は
会
葬
者
は
い
な
く
て
も
構
い

ま
せ
ん
。 

 

告
別
式
と
は
故
人
と
遺
族
、
会
葬
者
が

最
後
の
お
別
れ
を
す
る
儀
式
で
す
。
参
列

者
へ
の
弔
電
披
露
や
祭
壇
前
で
の
お
別

れ
の
お
焼
香
、
出
棺
の
際
の
読
経
、
お
花

入
れ
等
が
告
別
式
に
あ
た
る
。
葬
儀
と
告

別
式
は
違
う
意
味
合
い
が
あ
る
が
現
在

で
は
同
時
進
行
で
行
わ
れ
て
い
る
。 

 

ち
な
み
に
、
お
通
夜
は
家
族
、
親
族
、

親
し
い
友
人
た
ち
が
故
人
と
過
ご
す
最

後
の
夜
の
こ
と
で
あ
り
、
夜
通
し
と
書
く

こ
と
か
ら
、
集
ま
っ
た
人
た
ち
が
夜
を
徹

し
て
起
き
て
故
人
を
偲
び
、
生
前
の
思
い

出
を
語
り
合
い
、
そ
の
素
晴
ら
し
い
生
き

方
に
学
ぶ
大
切
な
時
間
で
す
。 

   
 

               
 

仏
事
の
知
識 

→
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大
本
山
永
平
寺 

高
祖
大
師
報
恩
授
戒
会 

こ
の
た
び
大
本
山
永
平
寺
第
八
十
世

南
澤
道
人
大
禅
師
猊
下
よ
り
、
令
和
五

年
四
月
二
十
二
日
よ
り
二
十
九
日
に
修

行
さ
れ
る
大
本
山
永
平
寺
「
高
祖
大
師

報
恩
授
戒
会
」
の
引
請
師
の
お
役
を
委

嘱
さ
れ
ま
し
た
。
南
澤
猊
下
に
は
平
成

二
十
五
年
当
寺
授
戒
会
（
檀
信
徒
の
五

日
間
の
修
行
）
の
戒
師
を
お
勤
め
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。
尚
、
来
年
の
こ
の

勝
縁
に
は
、
檀
信
徒
の
方
も
戒
弟
（
仏

弟
子
と
し
て
一
週
間
本
山
で
修
行
す

る
）
と
し
て
ご
縁
を
い
た
だ
く
こ
と
が

で
き
ま
す
。
住
職
と
共
に
ご
参
加
い
た

だ
け
る
方
は
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。 

 

 

今
ま
で
の
仏
事
の
知
識
は
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
で
ご
覧
下
さ
い
。 

 

世
慧
運
洞
光
大

和
尚
と
は
兄
弟

弟
子
に
な
る
。

そ
し
て
十
二
世

祖
園
浄
仙
和
尚

は
広
厳
十
八
世

洞
光
大
和
尚
の

得
度
を
受
け
て

い
る
。
現
住
広 



                  

 
 
 

お
寺
か
ら
の
お
願
い 

▼
ゴ
ミ
は
必
ず
お
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
。 

お
墓
参
り
の
際
に
は
ゴ
ミ
入
れ
用
の
ビ
ニ

ー
ル
袋
な
ど
を
持
参
し
て
、
ビ
ニ
ー
ル
類
、

紙
類
、
お
花
以
外
の
生
ゴ
ミ
（
果
物
、
菓
子
）

等
は
必
ず
お
持
ち
帰
り
下
さ
い
。
参
道
脇

の
自
然
ゴ
ミ
（
花
、
草
、
落
葉
、
枯
れ
た
樹

木
類
）
は
墓
地
掃
除
で
集
め
た
ゴ
ミ
で
す
。

何
も
捨
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

▼
花
を
包
ん
で
あ
る
紙
、
花
を
縛
っ
て
あ
る

ビ
ニ
ー
ル
紐
、
ア
ル
ミ
ホ
イ
ル
、
ラ
ッ
プ
、

発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
、
ト
レ
イ
、
プ
ラ
ス
チ
ッ

ク
、
ナ
イ
ロ
ン
等
や
、
墓
掃
除
の
雑
巾
、
タ

ワ
シ
、
洗
剤
容
器
、
軍
手
、
ビ
ニ
ー
ル
手
袋

等
は
持
ち
帰
っ
て
燃
え
る
ゴ
ミ
と
し
て
町

の
ゴ
ミ
収
集
車
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。
自

然
ゴ
ミ
と
町
に
出
す
ゴ
ミ
の
分
別
を
お
願

い
し
ま
す
。 

▼
古
塔
婆
は
参
道
中
程
に
古
塔
婆
入
れ
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
集
落

墓
地
の
古
塔
婆
も
受
け
入
れ
ま
す
。 

 
＊
四
月
二
十
八
日
、
五
月
二
十
五
日
、
七
月

十
一
日
（
計
三
回
）
境
内
墓
地
の
除
草
剤
散

布
作
業
を
行
い
ま
し
た
。 
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▼
増
慶
院
晋
山
結
制
式 

 

来
年
五
月
二
十
七
日
二
十
八
日
の
両

日
、
下
館
増
慶
院
様
で
は
深
井
大
心
師
の

晋
山
結
制
式
が
挙
行
さ
れ
る
。現
住
職
の

深
井
和
雄
師
は
退
董
さ
れ
る
。 

 

墓
地
認
可
申
請
中
（
寺
町
側
） 

 

地
目
変
更
（
宅
地
を
墓
地
に
変
更
）
を 

          

工
事
報
告 

・
墓
地
造
成
工
事 

 
 
 

 

 
 

五
月
十
九
日
～
三
十
日 

 
 

高
橋
土
建 

・
墓
地
止
水
工
事 

 
 

 

 
 

五
月
二
十
六
日 

 
 
 
 

宮
島
工
業
所 

・
墓
地
ブ
ロ
ッ
ク
塀
工
事
① 

 
 

六
月
三
日
～
四
日 

 
 
 

井
上
材
木
店 

・
墓
地
境
界
フ
ェ
ン
ス
工
事 

六
月
十
六
日
～
二
十
五
日 

大
久
保
商
店 

・
墓
地
ブ
ロ
ッ
ク
塀
工
事
② 

六
月
二
十
九
日
～
七
月
七
日 

高
橋
土
建 

 

動
物
供
養
塔
（
ペ
ッ
ト
墓
地
） 

動
物
の
お
骨
を
埋
葬
い
た
し
ま
す
。
檀
家
さ

ん
以
外
で
も
納
骨
供
養
で
き
ま
す
。 

寂
光
塔
（
永
代
供
養
墓
地
） 

一
人
暮
ら
し
の
方
、
お
墓
継
承
に
お
悩
み
の

方
、
お
寺
が
永
代
に
わ
た
り
供
養
い
た
し
ま

す
。 

  

動物供養塔（ペットのお墓） 寂光塔（永代供養合同墓所） 

 

■
訃
報 

柴
橋
佐
久
間
元
廣
氏
逝
去 

七
月
十
一
日
寂
（
享
年
八
十
八
）
、
長

年
当
寺
役
員
と
し
て
尽
力
さ
れ
ま
し
た
。

謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。 

 

▼
雲
泉
寺
大
練
忌 

 

五
月
四
日
午
後
二
時
よ
り
雲
泉
寺
本

堂
に
て
寺
院
及
び
片
野
家
親
族
に
よ
り

二
十
八
世
片
野
徹
榮
大
和
尚
の
大
練
忌

（
四
十
九
日
）
法
要
が
厳
修
さ
れ
た
。
導

師
は
持
倉
正
続
寺
鈴
木
統
嗣
老
師
が
務

め
ら
れ
た
。 

▼
円
福
寺
住
職
就
任
式 

六
月
二
十
六
日
、
昨
年
七
月
に
夏
井
円

福
寺
様
に
入
山
さ
れ
た
大
澤
一
彦
師
の

住
職
就
任
式
が
教
区
寺
院
、
檀
信
徒
に
よ

り
盛
大
に
挙
行
さ
れ
た
。 

▼
東
龍
寺
眼
蔵
会
開
催 

 

田
上
東
龍
寺
様
で
は
令
和
二
年
、
三
年

と
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
に
よ
り
休
会

と
な
っ
て
い
た
眼
蔵
会
（
道
元
禅
師
の
正

法
眼
蔵
講
義
・
講
師
駒
澤
大
学
教
授
角
田

泰
隆
老
師
、
今
回
は
正
法
眼
蔵
行
持
巻
）

が
七
月
七
日
～
八
日
開
催
さ
れ
た
。 

▼
仏
教
講
演
会
中
止 

十
月
八
日
予
定
し
て
お
り
ま
し
た
教

区
護
持
会
主
催
の
高
田
都
耶
子
氏
講
演

会
は
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
拡
大
を
鑑
み

中
止
と
な
り
ま
し
た
。 

堂
内
全
面
禁
煙 

 
 

ご
協
力
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

所

轄

庁

に

認

可

申

請

中
で
す
。
こ

れ

か

ら

広

厳

寺

境

内

墓

地

と

し

て

活

用

す

る

予

定

で

す
。 


