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あ
り☆

お
地
蔵
さ
ん
の
愛
称

　

あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
今
年
も
よ
ろ
し
く

お
願
い
し
ま
す
。

　

さ
て
、
世
に
あ
ま
た
お
わ
す
仏

さ
ん
た
ち
の
中
で
も
、
お
地
蔵
さ

ん
は
、
と
て
も
身
近
な
存
在
で
す

ね
。
ど
の
村
に
も
街
角
に
も
、
小

さ
な
地
蔵
堂
が
あ
っ
て
、
地
元
の

信
仰
を
集
め
て
い
ま
す
。
通
り
す

が
り
の
人
が
、
お
堂
に
向
か
っ
て

手
を
合
わ
せ
る
姿
は
、
日
常
的
で

す
し
、
微
笑
ま
し
い
も
の
で
す
。

　

そ
の
お
地
蔵
さ
ん
た
ち
の
中

に
は
、「
延
命
地
蔵
」
と
か
「
と

げ
抜
き
地
蔵
」
と
か
、
ニ
ッ
ク

ネ
ー
ム
の
付
い
た
お
地
蔵
さ
ん

た
ち
も
多
く
お
わ
し
ま
す
。
は
じ

め
か
ら
そ
う
い
う
名
前
が
付
け

ら
れ
て
い
た
わ
け
で
な
く
、
熱
心

に
お
参
り
し
た
人
が
、
長
生
き
が

で
き
た
と
か
、
ト
ゲ
が
抜
け
た

（
病
気
が
治
っ
た
）
な
ど
の
功こ

う
け
ん験

が
あ
り
、
い
つ
し
か
そ
う
呼
ば

れ
、
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
し
ょ
う
。

　

中
に
は
、
水
子
地
蔵

と
い
う
、
は
じ
め
か
ら

水
子
た
ち
の
供
養
に
特

化
し
た
お
地
蔵
さ
ん
も

お
わ
し
ま
す
が
、
こ
れ

は
む
し
ろ
新
し
い
も
の

と
い
え
ま
す
。

　

今
回
は
、
古
い
わ
り
に
は
、
珍

し
く
は
じ
め
か
ら
ニ
ッ
ク
ネ
ー

ム
が
付
い
て
い
た
ら
し
い
お
地

蔵
さ
ん
の
話
で
す
。

☆
脚か

っ

け気
地
蔵
堂

　

木
津
元
村
を
南
北
に
走
る
国

道
の
高
架
と
、
東
西
に
走
る
撫

養
街
道
が
交
差
す
る
あ
た
り
に
、

小
さ
な
地
蔵
堂
が
あ
り
、「
脚
気

地
蔵
」
と
呼
ば
れ
て
、
長
く
地

元
の
信
仰
を
集
め
て
き
ま
し
た
。

こ
の
お
地
蔵
さ
ん
に
つ
い
て
は
、

次
の
よ
う
な
言
い
伝
え
が
残
っ

て
い
ま
す
。　

脚
気
で
苦
し
ん
だ
遍
路
が
、
木

津
ま
で
辿た

ど

り
着
い
て
、
と
う
と

う
歩
け
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、

地
元
の
人
が
手
厚
く
看
病
を
し

た
が
、
あ
え
な
く
亡
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
そ
の
遍
路
が
い
ま

0

0

わ0

の
際
に
「
自
分
を
供
養
し
て

く
れ
た
ら
、
脚
気
の
人
を
助
け

よ
う
」
と
遺
言
を
残
し
た
。
そ

こ
で
木
津
の
人
た
ち
は
、
お
地

蔵
さ
ん
を
作
り
供
養
し
た
。

　

と
い
う
わ
け
で
こ
の
お
地
蔵
さ

ん
は
、
脚
気
に
効
く
、
病
気
を
治

し
て
く
れ
る
、
あ
る
い
は
、
お
堂

の
周
り
を
周
囲
を
３
度
廻
れ
ば
願

い
ご
と
が
叶
う
な
ど
と
信
じ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

街
道
ぞ
い
の
お
地
蔵
さ
ん
で

す
。
地
元
の
人
だ
け
で
な
く
、
遍

路
た
ち
も
、
こ
こ
で
旅
の
安
全
を

祈
っ
て
、
西
の
１
番
札
所
に
向

か
っ
て
歩
い
て
行
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

☆
修
復
工
事

　

そ
う
い
う
経
緯
で
生
ま
れ
た
お

地
蔵
さ
ん
で
す
か
ら
、
長
く
地
元

の
人
た
ち
の
手
で
守
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
い
ま
は
木
津
元
村
の
上
町

ト
シ
子
さ
ん
と
平
岡
弘
子
さ
ん

が
、
熱
心
に
お
世
話
を
し
て
下

さ
っ
て
い
ま
す
。

　

昨
年
の
正
月
、
こ
の
お
ふ
た
り

が
年
賀
の
挨
拶
に
み
え
ら
れ
た

折
、
お
堂
が
か
な
り
傷
ん
で
お
り
、

床
が
抜
け
そ
う
な
場
所
も
あ
る
と

聞
か
さ
れ
、
そ
れ
は
大
変
と
、
急

い
で
馴
染
み
の
大
工
さ
ん
と
見
に

行
き
ま
し
た
。

　

た
し
か
に
あ
ち
こ
ち
が
随
分
傷

ん
で
い
ま
す
。
さ
っ
そ
く
見
積
も

り
を
し
て
も
ら
い
、
２
月
の
中
旬

か
ら
工
事
に
入
り
ま
し
た
。

　

床
板
や
畳
を
替
え
、
内
外
の
壁

も
新
し
く
し
ま
し
た
。
落
ち
そ
う

だ
っ
た
瓦
を
補
強
し
、
掃
除
や
お

参
り
に
便
利
な
よ
う
に
水
道
も
引

き
ま
し
た
。
ま
た
、
外
か
ら
で
も
、

夜
で
も
、
お
地
蔵
さ
ん
の
姿
を
拝

め
る
よ
う
に
、
格
子
戸
の
シ
ー
ト

を
透
明
な
も
の
に
張
り
替
え
、
照

明
も
明
る
い
も
の
に
換
え
ま
し

た
。
と
い
う
わ
け
で
、
結
果
的
に

は
、「
平
成
の
大
修
理
」
と
で
も

呼
べ
そ
う
な
内
容
の
工
事
に
な
り

ま
し
た
。

☆
墓
の
発
見

　

と
こ
ろ
で
、
い
よ
い
よ
修
復
工

事
に
取
り
掛
か
っ
た
日
の
こ
と
で

す
。
畳
と
床
板
を
剥は

が
す
と
、
お

地
蔵
さ
ん
の
置
か
れ
た
台
座
を

覆
っ
た
板
の
隙
間
か
ら
、
石
の
よ

う
な
も
の
が
見
え
ま
す
。
板
を
は

ず
し
て
み
る
と
、
文
字
の
刻
ま
れ
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た
墓
石
ら
し
き
も
の
と
、
そ
の
横

に
首
の
取
れ
た
石
の
お
地
蔵
さ
ん

が
姿
を
現
し
ま
し
た
。

　

首
な
し
地
蔵
は
、
か
つ
て
は
墓

石
の
上
に
置
か
れ
て
い
た
ら
し
い

形
跡
が
あ
り
ま
す
。

　

墓
石
に
は
、
正
面
に
「
繁

は
ん
ざ
ん
じ
ょ
う

山
常

昌し
ょ
う
し
ゃ
み

沙
弥　

天
明
六
年
五
月
朔
日
」、

向
か
っ
て
左
の
側
面
に
「
越
後
国

苅
羽
郡
吉
井
村
者
也
」
と
刻
ん
で

あ
り
ま
す
。
い
ま
の
新
潟
県
柏
崎

市
あ
た
り
で
す
。

　

こ
れ
が
も
し
言
い
伝
え
の
遍
路

の
墓
だ
っ
た
ら
、
郷
土
史
や
遍

路
史
に
と
っ
て
貴
重
な
研
究
材
料

に
な
る
の
で
は
と
考
え
、
す
ぐ
に

鳴
門
教
育
大
学
の
先
生
や
、
県
立

博
物
館
の
学
芸
員
さ
ん
に
連
絡
を

取
っ
て
、
見
て
も
ら
い
ま
し
た
。

ま
た
長
谷
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

公
開
し
て
い
る
私
の
日
記
（
「
ブ

ロ
グ
」
と
い
い
ま
す
）
を
見
た
人

が
知
り
合
い
の
新
聞
記
者
に
話
を

し
て
く
れ
た
ら
し
く
、
毎
日
新
聞

で
紹
介
さ
れ
、
続
い
て
徳
島
新
聞

や
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ニ
ュ
ー
ス
で
も
取
り
上

げ
ら
れ
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た
話
題

に
な
り
ま
し
た
。

☆
誰
の
墓
な
の
か

　

こ
こ
で
亡
く
な
っ
た
の
は
遍
路

と
い
う
言
い
伝
え
が
、
事
実
か
否

か
は
確
か
め
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん

が
、
言
い
伝
え
が
残
っ
て
い
る
以

上
、
そ
の
可
能
性
は
否
定
で
き
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
遍
路
墓
は
四
国

の
各
地
に
残
っ
て
い
ま
す
が
、
そ

の
遍
路
を
弔
う
た
め
に
地
蔵
像
を

刻
ん
で
墓
の
上
に
安
置
し
、
お
堂

ま
で
作
っ
て
供
養
し
た
と
い
う
例

は
、
寡か

ぶ

ん聞
に
し
て
知
り
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
遍
路
と
断

じ
る
に
は
、
い
さ
さ
か
た
め
ら
い

も
あ
り
ま
す
。

　

木
津
で
行
き
倒
れ
た
ら
し
い
遍

路
は
、
う
ち
の
過
去
帳
に
記
録
が

あ
り
ま
す
。
長
谷
寺
の
先
住
た
ち

が
引
導
を
渡
し
、
戒
名
を
付
け
た

の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
過
去
帳
に

残
る
遍
路
た
ち
の
戒
名
は
、
ほ
と

ん
ど
が
「
○
○
信
士
（
信
女
）」
の
、

い
わ
ゆ
る
二
字
戒
名
と
呼
ば
れ
る

も
の
で
、当
時
一
般
的
だ
っ
た
「
△

△
○
○
信
士
（
信
女
）」
と
い
う

四
字
の
戒
名
と
は
、
扱
い
を
異
に

し
て
い
ま
す
。

　

墓
石
に
刻
ま
れ
た
戒
名
「
繁
山

常
昌
沙
弥
」
は
、
字
数
が
四
字
で

あ
る
上
に
、
居
士
や
信
士
の
位
号

は
「
沙
弥
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

沙
弥
は
、
出
家
は
し
て
い
る
け
れ

ど
僧
侶
の
見
習
い
と
い
っ
た
存
在

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

も
し
か
し
た
ら
、
遍
路
と
は
少

し
性
格
の
異
な
る
「
行

ぎ
ょ
う
じ
ゃ

者
」
と
い
っ

た
存
在
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は

「
六ろ

く

ぶ

十
六
部
」
と
呼
ば
れ
る
廻か

い
こ
く国

の
行
者
で
す
が
、
四
国
を
巡
れ
ば

彼
ら
も
遍
路
と
変
わ
ら
な
い
存
在

に
な
り
ま
す
。

　

あ
る
い
は
、
そ
う
い
う
半
僧
半

俗
の
人
が
、
医
術
を
身
に
付
け
て

お
り
、
し
ば
ら
く
木
津
に
滞
在
し
、

脚
気
の
患
者
を
治
療
し
た
の
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
人
物
が
こ
の

地
で
亡
く
な
っ
た
と
し
た
ら
、
地

蔵
を
刻
ん
で
供
養
し
た
こ
と
も
不

自
然
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

と
も
あ
れ
、
も
し
遍
路
墓
な
ら

極
め
て
特
殊
な
も
の
で
す
し
、
鳴

門
で
初
め
て
の
発
見
に
な
り
ま

す
。
郷
土
史
の
貴
重
な
資
料
に
な

る
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ

で
、
い
ず
れ
研
究
の
対
象
に
な
る

こ
と
を
想
定
し
て
、
こ
れ
ま
で
の

よ
う
に
、
地
蔵
の
お
わ
す
台
座
の

下
に
封
じ
込
め
て
し
ま
わ
ず
に
、

板
を
外
せ
ば
す
ぐ
に
見
ら
れ
る
構

造
に
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

☆
再
建

　

と
こ
ろ
で
こ
の
お
堂
は
、
大
正

13
年
に
再
建
さ
れ
た
と
い
う
記
録

が
、
堂
の
内
外
に
残
っ
て
い
ま
す
。

1924
年
で
す
か
ら
、
今
か
ら
90
年
あ

ま
り
昔
の
こ
と
。「
再
建
」
と
あ

り
ま
す
か
ら
、
以
前
に
も
お
堂
と

墓石、現る。隣には首なし地蔵も。

保
存
状
態
が
良
か
っ
た
お
か
げ
か
、
墓
石
は

と
て
も
江
戸
時
代
の
も
の
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

全体はこういう構造

徳島新聞　2015 年 2 月 20 日付
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呼
べ
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。

　

墓
石
の
上
に
小
さ
な
地
蔵
を
置

い
て
ま
つ
り
、
後
に
小
さ
な
お
堂

を
拵

こ
し
ら

え
、
大
正
13
年
に
、
い
ま
の

立
派
な
お
堂
が
で
き
た
。
単
純
に

考
え
る
と
そ
う
い
う
流
れ
に
な
り

ま
す
。
地
蔵
の
首
が
と
れ
た
こ
と

が
、
再
建
の
き
っ
か
け
だ
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

た
だ
、
近
隣
に
も
地
蔵
堂
は
多

い
で
す
が
、
こ
れ
ほ
ど
立
派
な
お

堂
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
お
堂
は

６
畳
の
広
さ
で
、
中
で
法
要
も
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
再
建
に
関
し
て
は
、
ふ
た

つ
の
記
録
が
堂
の
内
外
に
残
っ
て

い
ま
す
。
ひ
と
つ
は
堂
の
前
に
建

つ
石
碑
で
、
上
部
に
「
再
建
記
念
」

と
刻
ま
れ
、「
発
願
人
・
功
労
者
」

を
含
め
て
26
人
の
「
詠
歌
連
中
」

の
名
前
が
刻
ん
で
あ
り
ま
す
。
こ

の
う
ち
23
人
が
女
性
で
す
。

　

い
ま
ひ
と
つ
は
堂
内
に
掲
げ
ら

れ
た
木
製
の
額
で
、「
再
建
周

し
ゅ
う
せ
ん旋

人
」
と
し
て
、
都
合
64
人
も
の
名

前
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

当
時
は
各
地
に
詠
歌
を
唱
え
る

講
が
あ
り
、
そ
の
つ
な
が
り
で
、

例
え
ば
寺
の
修
理
や
改
築
の
時
な

ど
、
各
地
に
出
向
い
て
詠
歌
を
唱

え
て
は
、
浄
財
の
喜き

し

ゃ捨
を
求
め
た

と
い
う
話
を
聞
き
ま
す
。
い
ま
で

い
う
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
・
コ
ン
サ
ー

ト
。
石
碑
に
名
前
が
刻
ま
れ
た
詠

歌
連
中
が
、
募
金
活
動
の
大
き
な

推
進
力
と
な
っ
て
、
再
建
が
進
め

ら
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら

こ
そ
、
特
別
に
石
碑
を
建
て
、
名

前
を
刻
ん
だ
わ
け
で
す
。

　

詠
歌
と
い
え
ば
、
い
ま
も
大
法

会
の
と
き
に
は
、
境
内
に
詠
歌
場

と
呼
ば
れ
る
舞
台
を
つ
く
り
、
各

地
の
、
あ
る
い
は
各
寺
院
の
詠
歌

講
が
交
替
し
て
、
法
要
の
間
ず
っ

と
詠
歌
を
唱
え
続
け
て
い
ま
す
。

前
に
は
も
ろ
ぶ
た

0

0

0

0

が
置
か
れ
、
参

拝
者
た
ち
が
こ
こ
に
浄
財
を
入
れ

る
と
い
う
風
習
が
あ
り
、
集
ま
っ

た
浄
財
は
、
寺
に
奉
納
さ
れ
ま
す
。

チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
・
コ
ン
サ
ー
ト
の

名
残
を
、
い
ま
に
残
し
て
い
る
わ

け
で
す
。

☆
長
谷
寺
に
所
属

　

と
こ
ろ
で
、
大
正
13
年
の
こ
の

再
建
に
、
長
谷
寺
が
一
切
関
わ
り

を
持
た
な
か
っ
た
と
も
思
え
ま
せ

ん
が
、
少
な
く
と
も
、
寺
も
当
時

の
住
職
の
名
前
も
、
堂
内
外
の
記

録
に
は
見
え
ま
せ
ん
。
ど
こ
ま
で

も
地
元
木
津
の
人
々
の
お
地
蔵
さ

ん
だ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

　

こ
れ
が
長
谷
寺
の
所
属
に
な
っ

た
の
は
、
戦
時
下
の

1940
年
に
施
行

さ
れ
た
宗
教
団
体
法
に
よ
っ
て
で

す
。
国
に
よ
る
宗
教
統
制
が
強
化

さ
れ
、
町
や
村
に
あ
る
小
さ
な
仏

堂
は
、
必
ず
ど
こ
か
の
寺
院
へ
の

所
属
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
脚
気
地
蔵
堂
を
含

め
た
、
近
辺
に
点
在
す
る
い
く
つ

か
の
庵
や
お
堂
が
、
長
谷
寺
の
所

属
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
と
き
、
当
時
の
住
職
で
あ

る
、
福
田
興
邦
の
名
で
、
脚
気
地

蔵
堂
を
長
谷
寺
の
所
属
と
す
る
旨

の
書
類
が
、
宗
派
の
管
長
や
県
知

事
に
提
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
手
続
き
の
書
類
に
は
、
脚

気
地
蔵
堂
の
「
由
緒
沿
革
」
の
項

に
「
繁
山
当
昌
建
立
」
と
あ
り
、

「
常
」
を
「
当
」
と
読
み
間
違
え
、

彼
を
堂
の
建
立
者
と
思
い
違
い
は

し
て
い
る
も
の
の
、
興
邦
住
職
は
、

こ
の
墓
石
の
こ
と
は
承
知
し
て
い

た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
大

正
13
年
の
再
建
の
時
点
で
は
す
で

に
長
谷
寺
の
住
職
だ
っ
た
の
で
、

こ
の
と
き
に
見
る
機
会
が
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
む
ろ
ん
、

再
建
に
際
し
て
相
談
を
受
け
た
か

も
し
れ
な
い
し
、
落
慶
法
要
の
導

師
を
務
め
た
こ
と
も
、
想
像
に
難

い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

☆
募
金
活
動

　

と
い
う
わ
け
で
、
こ
の
地
蔵
堂

は
、
い
ま
は
長
谷
寺
に
属
す
る
施

設
で
す
が
、
長
く
地
元
の
人
た
ち

が
守
っ
て
き
た
と
い
う
歴
史
が
あ

り
ま
す
か
ら
、
今
回
の
修
理
に
際

し
て
は
、
と
く
に
檀
家
さ
ん
に
寄

付
を
募
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
で
し

た
。
ま
た
、
地
元
が
守
っ
て
き
た

か
ら
と
い
っ
て
、
地
元
の
人
に
寄

付
を
呼
び
掛
け
る
と
な
る
と
容
易

な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
さ

か
、
自
治
会
や
町
内
会
の
組
織
に

動
い
て
も
ら
う
わ
け
に
も
い
き
ま

せ
ん
。

　

せ
め
て
、
こ
の
お
地
蔵
さ
ん
を

信
仰
し
て
い
る
人
た
ち
に
だ
け
、

寄
付
を
呼
び
掛
け
て
み
よ
う
と
、

堂
の
正
面
に
そ
の
旨
の
掲
示
を
し

ま
し
た
。
そ
の
際
、
大
正
13
年
の

再
建
時
に
加
え
、
昭
和
61
年
の
小

修
理
に
尽
力
し
て
く
れ
た
人
た
ち

の
名
前
も
掲
示
し
、「
こ
の
中
に
、

ご
先
祖
さ
ま
の
名
前
、
あ
り
ま
せ

ん
か
？
」
と
書
き
添
え
ま
し
た
。

　

蓋
を
開
け
て
み
る
と
、
や
は
り

身
近
な
地
蔵
さ
ん
と
い
う
意
識
が

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
、
地
蔵
堂
の

近
所
に
住
む
人
た
ち
を
中
心
に
、

20
人
を
超
え
る
方
々
か
ら
浄
財
が

寄
せ
ら
れ
、
修
理
の
経
費
の
半
分

く
ら
い
は
こ
れ
で
ま
か
な
う
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
お
地
蔵
さ
ん
パ

ワ
ー
、
恐
る
べ
し
で
す
。

詠歌連中の名が刻まれた石碑

堂内に掲げられた世話人さんたちの芳名額
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識
は
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た

わ
け
で
す
か
ら
、
い
つ
か
ら
そ
う

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
分
か
り
ま

せ
ん
が
、
ず
い
ぶ
ん
長
い
間
供
養

で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り

ま
す
。
だ
と
し
た
ら
、
申
し
訳
な

い
こ
と
で
し
た
。
そ
う
い
う
気
持

ち
も
込
め
て
の
法
要
で
し
た
。

　

石
碑
に
名
前
の
残
る
詠
歌
連
中

の
ご
子
孫
さ
ま
た
ち
の
中
に
は
、

や
は
り
詠
歌
を
し
て
い
る
方
が
お

ら
れ
、
法
要
に
先
だ
っ
て
詠
歌
を

唱
え
て
く
れ
ま
し
た
。

☆
記
録
の
残
し
方

　

と
こ
ろ
で
今
回
の
修
理
の
記
録

を
ど
う
残
し
た
ら
い
い
か
、
い
さ

さ
か
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

先
に
記
し
た
よ
う
に
、
大
正
13

年
の
再
建
の
際
の
関
係
者
の
名
前

は
、
寺
の
内
外
に
残
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
昭
和
61
年
（

1986
年
）
の
小
修

理
の
記
録
と
し
て
は
、
す
っ
か
り

色
褪
せ
て
は
い
ま
す
が
、
収
支
決

算
書
が
壁
に
画
鋲
で
留
め
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
ち
な
み
に
こ
の
と
き

は
、
長
谷
寺
の
関
係
者
で
は
、
先

住
夫
人
の
小
塩
和
子
の
み
が
名
前

を
残
し
て
い
ま
す
。

　

長
谷
寺
に
は
、
こ
の
「
百
日
紅
」

☆
法
要

　

墓
の
出
現
な
ど
と
い
う
ハ
プ
ニ

ン
グ
が
あ
り
つ
つ
も
、
１
か
月
余

り
で
修
理
を
終
え
、
沙
弥
の
命
日

の
５
月
１
日
に
、
さ
さ
や
か
な
法

要
を
し
ま
し
た
。

　

浄
財
を
寄
せ
て
下
さ
っ
た
方
々

に
案
内
状
を
送
り
、
お
堂
の
正
面

に
も
案
内
を
掲
示
し
、
当
日
は
、

参
列
者
み
ん
な
で
お
経
を
読
み
、

赤
飯
と
餅
を
配
り
ま
し
た
。

　

考
え
て
み
る
と
、「
自
分
を
供

養
し
て
く
れ
た
ら
・
・
」
と
い
う

沙
弥
と
の
約
束
は
、
守
ら
れ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
お
参
り
す
る
人

は
、
お
地
蔵
さ
ん
を
拝
ん
で
も
、

沙
弥
を
供
養
し
て
い
る
と
い
う
意

や
、
先

住
が
い

ま
も
年

頭
に
発

行
し
て

い

る

「
同
信
」

な
ど
の

印
刷
物

が
、
寺
の
活
動
記
録
を
残
す
役
割

も
は
た
し
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
れ
か
ら
50
年
、
100

年
後
に
は
、
こ
う
い
う
も
の
は

ど
こ
か
に
散さ

ん
い
つ逸

し
て
し
ま
う
こ
と

だ
っ
て
考
え
ら
れ
ま
す
。
も
し
寺

に
残
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
探
し

て
す
ぐ
も
見
つ
か
る
も
の
で
も
な

い
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
記
録
が
「
物
」
と
と

も
に
あ
れ
ば
、
そ
の
「
物
」
が
無

く
な
ら
な
い
限
り
、
記
録
は
残
り

ま
す
。
堂
内
に
残
し
さ
え
す
れ
ば
、

堂
が
存
在
し
続
け
る
限
り
、
記
録

も
残
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の

記
録
の
内
容
が
、
た
と
え
修
理
の

時
と
寄
付
者
の
名
前
だ
け
に
過
ぎ

な
い
と
し
て
も
で
す
。

　

考
え
て
み
れ
ば
、
ど
の
寺
も
神

社
に
も
、
内
外
に
再
建
や
修
理
の

際
の
寄
付
者
の
名
前
が
刻
ま
れ
、

あ
る
い
は
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
当

初
は
、
寄
付
者
の
名
前
ば
か
り
が
、

い
か
に
も
こ
れ
見
よ
が
し
に
並
ん

で
い
る
こ
と
に
、
と
て
も
違
和
感

が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
今
回
の
こ

と
で
、
た
し
か
に
あ
れ
が
一
番
い

い
方
法
な
の
だ
な
と
実
感
し
ま
し

た
。
む
ろ
ん
そ
こ
に
は
、
日
付
と

名
前
く
ら
い
し
か
記
さ
れ
て
は
い

ま
せ
ん
が
、
改
築
や
修
理
の
詳
細

は
、「
物
」
自
身
が
語
っ
て
く
れ

る
の
で
し
ょ
う
。

　

と
い
う
わ
け
で
、
今
回
の
修

理
の
篤
志
寄
付
の
方
々
の
名
前

も
、
額
に
し
て
堂
内
に
残
し
ま
し

た
。
な
お
昭
和
61
年
の
修
理
の
記

録
は
、
紙
が
色
褪
せ
、
一
部
は
破

れ
て
し

ま
っ
て

い

ま

す
。
こ

れ
以
上

傷
ま
ぬ

よ
う
に

ク
リ
ア

フ
ァ
イ

ル
に
挟

み
、
元

通
り
壁
に
貼
っ
て
お
く
こ
と
に
し

ま
し
た
。

　
　
　

▽　
　
　
　
　

△

　

脚
気
地
蔵
堂
の
修
復
は
、
も
う

去
年
の
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
高
野
山
開
創

1200
年
、
毘
沙
門

堂
の
修
復
と
、
去
年
は
話
題
が
多

か
っ
た
の
で
、
こ
こ
ま
で
ず
れ
込

ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。

　

記
録
と
し
て
記
し
た
こ
の
文
章

は
、
い
ず
れ
失
わ
れ
て
し
ま
う
に

し
て
も
、
報
告
と
い
う
役
割
だ
け

は
果
た
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
、

い
さ
さ
か
自
己
満
足
、
か
つ
自
虐

的
な
思
い
は
あ
り
ま
す
が
。

　

昭和の小修理の記録は決算報告でした

修
復
完
成
記
念
の
追
悼
法
要

今
回
の
芳
名
額
。
大
正
の
額

の
隣
に
並
べ
ま
し
た
。


