
  

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(

月
）
午
後
二
時 

～ 

 
 

二
十
八
日(

火
）
午
後
二
時 

～ 
 

 

布
教
使 

高 

瀬 

顕 

正 
 

師 
井
波
町
浄
教
寺
住
職 

 

 

西
谷
山 

西 
照 

寺 
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祠
堂

し

ど

う

永
代

え
い
た
い

経
き
ょ
う

法
要

ほ
う
よ
う 

  

祠
堂
と
は
、
先
祖
を
ま
つ
る

祠(

ほ
こ
ら)

と
い
う
意
味
で
、

お
寺
の
本
堂
の
別
称
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
永
代
経
と

は
、
永
代
に
お
経
が
読
ま
れ
る

と
い
う
意
味
で
す
。 

で
す
か
ら
、
祠
堂
永
代
経
法

要
と
は
、
お
寺
（
西
照
寺
）
に

ご
縁
の
あ
る
亡
き
方
々
の
追

悼
の
お
経
が
永
遠
に
挙
げ
ら

れ
、
子
や
孫
が
代
々
に
わ
た
っ

て
仏
法
を
聞
き
慶
ぶ
よ
う
に

と
い
う
願
い
が
込
め
ら
れ
た

法
要
で
す
。 

こ
の
法
要
は
皆
様
の
懇
志

に
よ
っ
て
営
ま
れ
て
い
ま
す
。 

 

私
が
仏
法
を
聞
く
御
縁
を

ひ
ら
い
て
く
だ
さ
る
故
人
を

し
の
び
つ
つ
、
お
ま
い
り
く
だ

さ
い
ま
せ
。 

  



幸
せ
と
い
う
こ
と 

 
一
頃
、
ブ
ー
タ
ン
が
「
幸
福
の
国
」
と
い
う
こ
と
で
話
題
に
な
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
２
０
０
５
年
の
調
査
で
は
、
国
民
の
実
に
９

７
％
が
「
幸
せ
で
あ
る
」
と
答
え
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
２
０
１
１

年
に
は
、
ブ
ー
タ
ン
国
王
夫
妻
が
来
日
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
折
、

ブ
ー
タ
ン
の
政
策
と
し
て
、
国
民
総
生
産(

Ｇ
Ｎ
Ｐ)

よ
り
も
国
民
総
幸

福
量(

Ｇ
Ｎ
Ｈ)

を
重
視
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
経
済
発
展(

物
質
的
豊

か
さ)

よ
り
も
、「
国
民
の
幸
福
」(
精
神
的
豊
か
さ)

の
実
現
を
目
指
し

て
い
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
の
大
切
さ

を
世
界
に
も
提
唱
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
さ
ら
に
大
き
な
波

紋
を
生
み
ま
し
た
。 

現
に
、
国
連
を
動
か
し
て
い
ま
す
。 

２
０
１
２
年
、
国
連
が
３
月
２
０
日
を
「
国
際
幸
福
デ
ー
」
と
す

る
こ
と
を
採
択
し
、
国
民
の
幸
福
の
実
現
を
め
ざ
す
施
策
の
大
切
さ

を
確
認
す
る
日
と
し
ま
し
た
。
以
来
、
毎
年(

２
０
１
４
年
は
発
表
な

し)

世
界
の
幸
福
度
ラ
ン
キ
ン
グ
を
発
表
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

因
み
に
、
２
０
１
８
年
の
発
表
は
、
世
界
１
５
６
カ
国
中
、
１
位

は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
２
位
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
３
位
は
デ
ン
マ
ー
ク
で

す
。
調
査
の
項
目
に
は
、
経
済
だ
け
で
は
な
く
、
自
由
と
平
等
、
平

均
寿
命
や
福
祉
、
政
治
の
腐
敗
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
社
会
保

障
や
福
祉
な
ど
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う 

か
。
毎
回
北
欧
が
上
位
を
占
め
て
い
ま
す
。
１
８
位
ア
メ
リ
カ
、
５
４

位
日
本
、
５
７
位
韓
国
、
８
６
位
中
国
、
９
７
位
ブ
ー
タ
ン
、
１
５
０

位
シ
リ
ア
、
１
５
６
位
ブ
ル
ン
ジ
な
ど
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

国
際
的
な
幸
福
を
測
る
調
査
項
目
の
尺
度
か
ら
す
る
と
、
ブ
ー
タ
ン

は
か
な
り
下
位
の
方
で
す
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
ブ
ー
タ
ン
の
国
民
は

そ
ん
な
に
幸
福
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

誠
に
不
思
議
で
す
。 

ブ
ー
タ
ン
の
国
教
は
仏
教
で
し
て
、
国
民
一
人
ひ
と
り
に
仏
教
の
精

神
が
根
付
い
て
い
る
と
聞
い
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
と
何
か
関
係
が
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
当
時
、
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
み
て
、
二
つ
の

事
に
思
い
当
り
ま
し
た
。 

 

一
つ
は
、
「
常
に
周
り
の
人
の
幸
せ
を
願
う
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

熱
心
な
仏
教
徒
で
あ
る
ブ
ー
タ
ン
の
人
々
は
、
毎
日
何
十
回
と
仏
様
に

手
を
合
わ
せ
ま
す
。
日
本
で
し
た
ら
、
自
分
や
家
族
の
病
気
回
復
や
合

格
祈
願
な
ど
、
自
分
た
ち
の
こ
と
を
お
願
い
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
な

気
も
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
ブ
ー
タ
ン
の
人
た
ち
は
、
周
り
の
困
っ
て

い
る
人
が
た
す
か
り
、
幸
せ
に
な
れ
る
よ
う
に
と
お
祈
り
す
る
ん
だ
そ

う
で
す
。 

 
仏
教
が
私
た
ち
に
も
た
ら
し
て
く
れ
る
「
い
の
ち
へ
の
目
覚
め
」
は
、

私
は
一
人
で
は
生
き
て
い
な
い
、
生
き
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

気
が
つ
か
な
い
ほ
ど
の
多
く
の
人
や
モ
ノ
と
の
つ
な
が
り
や
関
係
性
、

支
え
合
い
の
な
か
で
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
幸
せ
も
一
人
で
は
成
り
立 



ち
ま
せ
ん
。
人
と
の
出
会
い
や
孫
に
恵
ま
れ
る
な
ど
、
そ
の
つ
な
が

り
の
な
か
で
感
じ
て
い
く
も
の
で
す
。
人
は
つ
な
が
り
や
関
係
性
の

な
か
で
存
在
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
つ
な
が
っ
て
い
る
周
り
の

人
が
幸
せ
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
自
分
も
幸
せ
に
な
れ
ま
せ
ん
。 

そ
し
て
、
周
り
と
の
関
係
性
や
つ
な
が
り
に
気
づ
い
て
い
く
と
、

自
然
と
感
謝
の
気
持
ち
が
わ
い
て
く
る
。
そ
う
す
る
と
自
己
中
心
的

欲
望
か
ら
も
解
放
さ
れ
て
、「
足
る
こ
と
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
が
身

に
つ
い
て
い
き
ま
す
。 

 

二
つ
目
は
、
仏
教
の
生
き
方
で
あ
る
「
小
欲
知
足
」(

欲
を
少
な
く

し
て
足
る
を
知
る)

が
身
に
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
資
本
主

義
の
中
に
生
き
て
い
ま
す
と
生
ま
れ
な
が
ら
に
も
っ
て
い
る
自
己
中

心
的
な
欲
望
を
満
た
す
こ
と
が
、
幸
せ
だ
喜
び
だ
と
振
り
回
さ
れ
そ

う
に
な
り
ま
す
。
で
す
が
、
周
り
か
ら
支
え
ら
れ
生
か
さ
れ
て
い
る

命
の
事
実
に
気
づ
く
と
、
現
在
の
状
態
に
満
足
す
る
心
が
開
か
れ
て

く
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。 

 

こ
の
二
つ
の
点
か
ら
も
、
ブ
ー
タ
ン
の
人
た
ち
に
は
、
仏
教
の
精

神
が
確
か
に
息
づ
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
幸
せ
と
感
じ

さ
せ
る
も
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
が
致
し
ま

し
た
。 

   

日
本
で
は
ど
う
な
の
か 

 

 

そ
れ
で
は
、
日
本
で
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。
戦
後
た
び
た
び
、

都
道
府
県
別
生
活
満
足
度
調
査
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
い
つ
も
１
位

の
県
が
あ
り
ま
し
て
、
福
井
県
で
す
。
２
０
１
１
年
の
法
政
大
学
の
調

査
で
は
、
１
位
福
井
県
、
２
位
富
山
県
、
３
位
石
川
県
で
す
。
２
０
１

８
年
の
日
本
総
合
研
究
所
の
調
査
で
は
、
１
位
福
井
県
、
２
位
東
京
都
、

３
位
長
野
県
、
４
位
石
川
県
、
５
位
富
山
県
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
ま

で
の
調
査
を
見
て
み
る
と
大
抵
北
陸
３
県
が
上
位
を
占
め
て
い
ま
す
。 

 

こ
れ
は
以
前
紹
介
し
た
話
で
す
が
、
二
十
数
年
前
、
こ
の
こ
と
に
福

井
新
聞
が
疑
問
を
持
ち
ま
し
た
。
ど
う
し
て
う
ち
の
福
井
県
民
は
、
経

済
的
に
は
と
て
も
一
番
と
は
思
え
な
い
の
に
、
日
本
で
一
番
幸
せ
だ
と

思
っ
て
い
る
人
が
多
い
の
だ
ろ
う
か
。 

そ
う
い
え
ば
、
福
井
県
は
寺
院
の
半
数
以
上
は
、
浄
土
真
宗
の
寺
院

で
あ
る
。
浄
土
真
宗
の
教
団
隆
盛
の
礎
を
築
い
た
蓮
如
上
人
の
越
前
吉

崎
の
御
坊
も
あ
っ
た
。
浄
土
真
宗
の
信
仰
に
生
き
る
人
が
、
他
と
比
べ

て
圧
倒
的
に
多
い
。
こ
の
こ
と
と
何
か
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

一
度
調
べ
て
も
ら
お
う
。 

そ
こ
で
、
当
時
大
阪
市
立
大
学
の
文
学
部
部
長
で
あ
っ
た
金
児
暁
嗣

教
授
に
依
頼
を
し
ま
し
た
。
先
生
は
、
現
地
調
査
や
大
阪
、
福
井
県
の

大
学
生
の
意
識
調
査
な
ど
を
通
し
て
結
果
を
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
の
概
要
を
読
ん
だ
時
、
印
象
残
っ
た
の
は
大
阪
の
学
生
に
対
し
て 



福
井
県
の
学
生
の
方
が
「
お
か
げ
さ
ま
意
識
」
が
高
か
っ
た
こ
と
。

そ
れ
か
ら
「
感
情
の
バ
ラ
ン
ス
」
の
調
査
を
お
こ
な
っ
た
と
き
、
大

阪
の
学
生
は
何
と
な
く
イ
ラ
イ
ラ
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
福
井

県
の
学
生
は
感
情
の
バ
ラ
ン
ス
が
う
ま
く
と
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
大
阪
の
大
学
生
と
い
う
の
は
、
全
国
か
ら
来
ら
れ
て
い
ま
す

の
で
、
あ
る
意
味
全
国
平
均
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ

に
対
し
て
、
福
井
県
の
大
学
生
は
地
元
の
方
が
多
く
、
そ
の
分
地
元

の
意
識
を
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
も
の
と
思
い
ま
す
。 

ま
た
、「
お
か
げ
さ
ま
意
識
」
が
高
ま
る
と
幸
福
感
も
高
ま
る
と
指

摘
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。 

 

現
状
に
不
平
不
満
が
あ
る
と
イ
ラ
イ
ラ
し
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
私

の
心
が
決
め
る
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
私
は
一
人
で
は
存
在
し
て
い

な
か
っ
た
。
先
祖
を
は
じ
め
い
ろ
ん
な
方
々
の
支
え
や
は
た
ら
き
の

な
か
で
、
生
か
さ
れ
支
え
ら
れ
て
い
る
い
の
ち
で
あ
っ
た
と
気
づ
か

さ
れ
て
く
る
と
、
感
謝
す
る
心
や
御
恩
を
感
じ
る
心
が
わ
い
て
き
ま

す
。
そ
う
す
る
と
「
お
か
げ
さ
ま
意
識
」
が
高
ま
っ
て
き
ま
す
。「
お

か
げ
さ
ま
意
識
」
が
高
ま
っ
て
く
る
と
、
心
が
ほ
っ
こ
り
し
、
幸
せ

を
感
じ
る
心
も
高
ま
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

北
陸
３
県
は
、
な
ぜ
生
活
満
足
度
が
高
い
の
で
し
ょ
う
か
。 

そ
れ
は
多
分
に
「
お
か
げ
さ
ま
意
識
」
と
い
う
こ
と
と
関
係
し
て

い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
北
陸
３
県
は
、
浄
土
真
宗
の
寺
院
の
占
め

る
割
合
が
、
５
割
６
割
と
多
数
を
占
め
て
い
ま
す
。
確
か
に
浄
土
真 

宗
の
教
え
は
、
生
か
さ
れ
て
い
る
い
の
ち
へ
の
目
覚
め
を
促
す
も
の
で

す
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
増
し
て
、
北
陸
三
県
の
先
人
た
ち
は
、
他
府

県
に
比
べ
て
も
厳
格
に
先
祖
の
追
悼
儀
礼
を
行
っ
て
き
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。
五
十
回
忌
ま
で
ね
ん
ご
ろ
に
年
忌
法
要
を
勤
め
、
そ
こ
に
集

え
る
お
互
い
の
つ
な
が
り
の
中
か
ら
生
き
る
幸
せ
を
感
じ
取
っ
て
き

ま
し
た
。
毎
月
僧
侶
に
月
参
り
を
し
て
も
ら
う
。
お
盆
に
は
墓
参
り
。

更
に
は
、
ご
縁
の
あ
る
お
寺
で
先
祖
方
の
永
代
経
法
要
を
営
み
、
年
に

一
度
は
各
家
庭
で
も
寺
院
で
も
報
恩
講
を
勤
め
て
き
ま
し
た
。 

先
祖
の
追
悼
儀
礼
を
積
み
重
ね
て
い
く
と
「
お
か
げ
さ
ま
意
識
」
は

深
ま
っ
て
い
き
ま
す
。 

先
人
が
、
そ
う
や
っ
て
何
百
年
間
に
も
わ
た
っ
て
、
厳
格
に
先
祖
の

追
悼
儀
礼
を
営
ん
で
き
て
下
っ
た
う
え
に
「
お
か
げ
さ
ま
意
識
」
の
高

ま
り
が
あ
り
、
北
陸
３
県
が
常
に
上
位
を
占
め
る
要
因
の
一
つ
に
な
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
に
は
思
え
ま
し
た
。 

先
人
は
、
先
祖
へ
の
追
悼
儀
礼
を
通
し
て
私
た
ち
に
何
を
伝
え
よ
う

と
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
先
人
の
思
い
を
汲
み
取
り

な
が
ら
、
今
年
も
西
照
寺
に
ご
縁
の
あ
る
全
門
信
徒
の
祠
堂
永
代
経
法

要
を
お
勤
め
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
(

文
責 

住
職) 

  

 


