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祠
堂
永
代
経 

勤
修 

 

左
記
の
と
お
り
今
年
度
の
祠
堂
永
代
経
を
お
勤
め
い
た
し
ま
す
。 

お
参
り
く
だ
さ
い
ま
せ
。  

お
つ
と
め
の
時
間 

 

八
月
二
十
七
日
（水
） 

午
後
二
時
～ 

二
十
八
日
（木
） 

午
前
九
時
半
～ 

午
後
二
時
～
（太
子
講
併
修
） 

          
  

 
  

 
          

布
教
使  

城
野
至
界 
師
（高
岡
市
伏
木 

善
證
寺
） 

 

                    
西
谷
山 

西 

照 

寺 
 

                               

                               



死
の
受
容 

 
 

厚
生
連
高
岡
病
院
に
勤
務
さ
れ
て
い
た
内
科
医
の
狩
野
哲
次
先
生
を
お
招
き

し
て
、終
末
期
医
療
が
抱
え
る
問
題
に
つ
い
て
の
お
話
を
伺
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
中
で
印
象
に
残
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

現
在
で
は
、
癌が

ん

に
か
か
る
と
大
抵
の
場
合
、
患
者
さ
ん
本
人
に
直
接
病
名
を
告 

知
さ
れ
る
そ
う
で
す
。
治
る
見
込
み
が
あ
る
場
合
も
、
治
る
見
通
し
の
立
た
な
い

場
合
も
告
げ
ら
れ
る
。
進
行
し
た
癌
な
ど
は
、
医
療
技
術
が
格
段
に
進
歩
し
た
現

代
に
あ
っ
て
も
、
や
は
り
治
ら
な
い
わ
け
で
す
。
個
人
差
は
あ
る
に
し
て
も
、
聞

か
れ
れ
ば
、だ
い
だ
い
余
命
は
何
か
月
ぐ
ら
い
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
告
げ

ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
告
げ
ら
れ
た
患
者
さ
ん
本
人
は
、
残
さ
れ
た
余
命
を
ど
う

生
き
た
ら
い
い
の
か
、悶
々
と
孤
独
に
悩
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ

と
で
す
。 

 

生
へ
の
執
着
や
死
へ
の
不
安
、
恐
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
が
錯
綜

さ
く
そ
う

し
、
な
か
な 

か
死
を
受
容
で
き
な
い
。 

特
に
現
代
の
日
本
人
は
、
死
ん
だ
ら
お
終し

ま

い
、
何
も
無
く
な
る
と
い
う
意
識
が 

強
く
て
、
死
に
対
す
る
タ
ブ
ー
、
不
安
、
恐
れ
が
、
昔
か
ら
比
べ
る
と
強
く
な
っ

て
き
て
い
る
こ
と
も
そ
の
要
因
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

日
常
の
生
活
で
、
終
末
期
の
迎
え
方
、
死
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止

め
た
ら
い
い
の
か
、
ほ
と
ん
ど
考
え
よ
う
と
さ
れ
て
い
な
い
。
家
族
で
話
し
合
う

こ
と
も
な
い
。
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
、
だ
れ
か
家
族
の
一
人
が
、
癌
な
ど
で
終

末
期
を
迎
え
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
あ
な
た
死
ぬ
人
、
私
残
る
人
と
い
う
後
め 

た
さ
も
あ
り
、
死
ん
だ
ら
終
わ
り
だ
と
い
う
意
識
が
あ
る
か
ら
、
患
者
さ
ん
の 

気
持
ち
を

慮
お
も
ん
ば
か

っ
て
、
死
に
関
す
る
話
題
を
避
け
よ
う
と
す
る
。
患
者
さ
ん
本 

人
も
、
し
っ
か
り
と
し
た
死
生
観
を
持
っ
て
い
な
い
と
死
と
向
き
合
う
こ
と
を
避

け
て
し
ま
う
。
１
％
の
可
能
性
に
望
み
を
か
け
て
、
最
後
ま
で
治
る
希
望
を
持
っ

て
生
き
て
い
か
れ
る
。
周
り
も
本
人
も
「
死
」
と
い
う
問
題
を
オ
ブ
ラ
ー
ト
に
包

ん
で
表
に
出
さ
な
い
。
し
か
し
、
自
分
が
死
な
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
苦
悩
や
不

安
が
解
消
さ
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
患
者
さ
ん
一
人
が
孤
独
に
心
の
中
で

悩
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。 

 

死
の
迎
え
方 

 
 

狩
野
先
生
は
、
以
前
終
末
期
に
関

す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
さ
れ
た
そ

う
で
す
。
そ
の
中
で
、「
あ
な
た
は
ど

の
よ
う
な
死
を
迎
え
た
い
で
す
か
」

と
い
う
設
問
に
対
す
る
答
え
が
、
二

つ
に
大
勢
を
占
め
た
。
一
つ
は
、
何

ら
か
の
形
で
自
分
の
人
生
を
総
括
し
て
、
自
分
の
人
生
に
満
足
し
て
、
周
り
に
感

謝
し
な
が
ら
終
わ
っ
て
い
き
た
い
。
二
つ
目
は
、
で
き
る
だ
け
周
り
に
迷
惑
を
か

け
ず
に
、
無
駄
な
延
命
治
療
は
せ
ず
に
、
ポ
ッ
ク
リ
と
死
に
た
い
と
い
う
こ
と
で

す
。 



 
ポ
ッ
ク
リ
死
ね
る
か
ど
う
か
、
周
り
に
迷
惑
を
か
け
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
時

の
御
縁
次
第
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
で
も
最
後
は
、
自
分
の
人
生
に
満
足
し
て
、
感

謝
し
て
終
わ
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
の
が
、私
も
含
め
た
多
く
の
方
の
心
情
だ
と 

思
い
ま
す
。 

し
か
し
、
死
の
受
容
が
う
ま
く
で
き
て
い
な
い
と
、自
分
の
人
生
に
満
足
し
て
、

周
り
に
感
謝
す
る
ど
こ
ろ
で
は
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
る
よ
う
で
す
。幾
つ
か
事

例
を
紹
介
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

七
十
代
後
半
の
男
性
。煙
草
の
害
か
ら
く
る
慢
性
閉
塞
性
肺
疾
患
の
患
者
さ
ん

で
す
が
、
病
状
は
治
る
見
込
み
が
な
い
。
あ
る
日
家
族
か
ら
、
先
生
の
口
か
ら
言

っ
て
ほ
し
い
と
頼
ま
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
本
人
に
病
状
を
説
明
し
て
、
「
治
る

見
込
み
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
ま
ま
で
は
亡
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
息
子
さ
ん

に
身
代
を
譲
る
な
ど
身
の
回
り
の
整
理
や
心
の
準
備
を
さ
れ
た
ら
ど
う
で
す
か
」

と
話
し
た
。
そ
う
し
た
ら
、「
先
生
ま
だ
ま
だ
早
い
で
し
ょ
う
」
と
言
わ
れ
た
。

こ
ん
な
手
遅
れ
の
酷
い
病
状
を
説
明
し
て
も
、
な
お
、
自
分
の
死
と
正
面
か
ら
向

き
合
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
以
上
何
も
言
え
な
か
っ
た
。 

そ
れ
か
ら
、
七
十
代
後
半
の
女
性
。
卵
巣
が
ん
の
末
期
で
、
抗
が
ん
剤
治
療
で

二
年
間
延
命
を
さ
れ
た
。
最
近
は
、
抗
が
ん
剤
治
療
も
進
ん
で
き
て
、
延
命
す
る

期
間
が
長
く
な
っ
た
。
そ
れ
だ
け
終
末
期
を
長
く
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

そ
し
て
、
最
後
は
抗
が
ん
剤
も
効
か
な
く
な
っ
て
万
策
が
尽
き
、
沢
山
転
移
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
う
い
う
状
態
に
な
っ
た
時
、
患
者
さ
ん
に
話

し
た
そ
う
で
す
。す
る
と
そ
の
患
者
さ
ん
は
、「
ど
う
し
て
も
だ
め
な
ん
で
す
か
。

も
う
治
療
法
は
な
い
ん
で
す
か
。そ
れ
じ
ゃ
こ
の
ま
ま
何
も
し
な
い
で
死
ぬ
の
を 

待
つ
だ
け
な
ん
で
す
か
」
と
い
う
こ
と
を
話
さ
れ
た
。
そ
の
時
先
生
は
、
こ
の
二

年
間
の
治
療
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
医
療
従
事
者
と
し
て
は
、
患
者
さ
ん

本
人
が
、
自
分
の
人
生
を
総
括
し
て
、
死
へ
の
心
構
え
を
し
て
も
ら
い
た
か
っ
た

の
だ
が
、
結
局
問
題
を
二
年
間
先
延
ば
し
に
し
て
、最
初
に
戻
っ
た
だ
け
な
の
か
、

と
思
わ
れ
た
そ
う
で
す
。 

そ
れ
で
も
何
か
治
療
を
続
け
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
続
け
た
が
、
吐
き
気

や
頭
痛
の
副
作
用
が
激
し
く
て
治
療
を
止
め
た
。
そ
う
す
る
と
そ
の
患
者
さ
ん
は

ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
何
を
話
し
か
け
て
も
、
た
だ
じ
っ
と
上
を
見
て
、
目

を
開
け
た
ま
ま
一
切
応
答
し
な
く
な
っ
た
。
う
つ
状
態
に
な
っ
て
亡
く
な
っ
て
い

か
れ
た
、
と
い
う
お
話
で
し
た
。 

家
族
も
、
医
療
従
事
者
も
、
何
と
か
し
た
い
と
は
思
っ
て
も
、
死
の
受
け
入
れ

は
、
患
者
さ
ん
本
人
の
心
の
問
題
で
す
。
や
は
り
、
元
気
な
時
か
ら
、
自
分
の
死

を
ど
う
引
き
受
け
て
い
く
の
か
を
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
し
な
い
と
い
け
な
い
。
死
の
受

容
の
た
め
に
何
が
大
事
か
と
い
う
と
自
分
な
り
の
し
っ
か
り
し
た
死
生
観
を
持
つ

こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
甚
だ
難
し
い
。
そ
れ
だ
け
に
一
生
費
や
し
た
り
、

作
れ
な
か
っ
た
り
す
る
人
も
い
る
。
だ
か
ら
ご
縁
の
あ
る
宗
教
か
ら
そ
の
こ
と
を

学
ぶ
と
い
う
こ
と
も
大
切
な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
特
に
富
山
県
は
、
浄

土
真
宗
の
ご
縁
の
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
浄
土
真
宗
が
、
明
ら
か
に
し
て
く
だ
さ

っ
た
仏
教
は
、
死
ん
だ
ら
終
わ
り
と
い
う
教
え
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
世
の
生

が
終
わ
れ
ば
、
新
た
に
仏
と
し
て
の
い
の
ち
が
ス
タ
ー
ト
す
る
と
教
え
て
く
だ
さ

っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
教
え
に
も
耳
を
傾
け
な
が
ら
、
し
っ
か
り
と
し
た
死
生
観

の
持
つ
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
て
い
ま
し
た
。（
裏
面
に
続
く
） 



（
中
面
か
ら
の
続
き
） 

 

死
は
タ
ブ
ー
な
の
か 

 

フ
ラ
ン
ス
の
民
族
歴
史
学
者
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
は
、「
死
を
な
じ
み
深

く
、
身
近
で
、
和な

ご

や
か
で
、
大
し
て
重
要
で
な
い
も
の
と
す
る
昔
の
態
度
は
、
死 

が
ひ
ど
く
恐
ろ
し
い
も
の
で
、
そ
れ
を
あ
え
て
口
に
す
る
こ
と
も
差
し
控
え
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
態
度
と
は
、
あ
ま
り
に
も
反
対
で
す
。
」
と
、

西
洋
の
「
死
」
の
歴
史
を
振
り
返
っ
て
、
そ
う
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の

よ
う
な
変
化
は
、
西
洋
で
は
二
十
世
紀
の
中
頃
か
ら
、
顕
著
に
な
っ
た
。
そ
の
理

由
を
ア
リ
エ
ス
は
、
二
十
世
紀
に
入
っ
て
人
々
は
、「
人
生
と
は
幸
せ
で
あ
る
こ

と
が
大
切
で
あ
り
、
死
の
苦
し
み
や
醜
さ
は
、
幸
せ
の
生
活
を
混
乱
さ
せ
る
も

の
で
、
出
来
る
な
ら
ば
そ
れ
を
見
せ
な
い
で
お
き
た
い
」
と
考
え
る
よ
う

に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
言
う
。そ
う
し
た
考
え
を
起
こ
さ
せ
る
原
因
の

一
つ
が
、
人
が
病
院
で
死
ぬ
よ
う
に
な
り
、
死
が
（
醜
い
も
の
の
よ
う

に
）人
の
目
か
ら
覆
い
隠
さ
れ
て
い
っ
た
た
め
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま

す
。 こ

の
よ
う
な
状
況
は
、日
本
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 

一
昔
前
ま
で
は
、
暮
ら
し
の
中
の
日
常
風
景
と
し
て
生
老
病
死
が
あ

り
ま
し
た
。
死
は
、
日
常
的
な
も
の
で
あ
り
、
自
然
な
も
の
と
し
て
引
き

受
け
て
い
く
べ
き
も
の
。
ま
た
、
死
者
と
共
に
生
き
て
い
る
と
い
う 

感
覚
も
あ
り
、
今
日
ほ
ど
の
死
に
対
す
る
タ
ブ
ー
や
恐
れ
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思

え
ま
す
。
つ
ま
り
、
死
と
う
ま
く
折
り
合
い
を
つ
け
る
文
化
や
精
神
性
を
持
っ
て

い
た
。 

と
こ
ろ
が
、
今
日
は
、
病
気
や
老
い
や
死
は
、
人
間
を
不
幸
の
ど
ん
底
に
落
と

す
敗
北
で
し
か
な
い
か
ら
、
見
よ
う
と
し
な
い
。
そ
り
よ
り
、
若
さ
や
健
康
を
追

い
求
め
る
こ
と
が
、
人
間
を
幸
福
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
よ
り
意
識
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
老
病
死
が
、
家
と
い
う
日
常
生
活
空
間
か
ら
病

院
や
施
設
へ
と
隔
離
さ
れ
、
身
近
に
見
え
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
も
、
そ
の
こ
と

を
助
長
し
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

そ
の
結
果
、
不
都
合
な
病
気
や
老
い
や
死
に
対
し
て
、
精
神
的
に
弱
く
、
も
ろ

く
な
っ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
う
ま
く
死
ね
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

病
気
や
老
い
や
死
は
、避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
私
の
命

の
一
部
で
す
。そ
れ
を
避
け
て
都
合
の
良
い
と
こ
ろ
だ
け
を
求
め

て
い
く
こ
と
が
幸
せ
だ
、
生
き
る
意
味
だ
と
思
う
こ
と
は
、
自
分 

の
生
き
る
意
味
を
非
常
に
脆
弱

ぜ
い
じ
ゃ
く

な
も
の
に
し
ま
す
。
今
日
の
終 

末
期
（
死
の
受
容
）
の
問
題
も
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う

に
思
え
ま
す
。 

自
分
の
死
か
ら
目
を
そ
ら
す
こ
と
な
く
、
仏
法
の
中
に
、
死
を

乗
り
越
え
て
い
く
道
と
本
当
の
生
き
る
意
味
を
見
出
し
た
い
も

の
で
す
。 

 

（
文
責 

住
職
） 

 


