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千
葉
県
市
川
市
、
本
山
真
間
山
弘
法
寺
の
貫
首
さ

ま
ご
夫
妻
は
じ
め
、
若
い
お
上
人
方
十
六
名
の
お
詣

り
が
あ
り
ま
し
た
。 

伊
豆
法
難
七
五
〇
年
の
今
年
、
伊
豆
の
霊
跡
の
地

に
立
ち
、
日
蓮
大
聖
人
の
魂
を
直
に
感
じ
、
報
恩
感

謝
の
祈
り
を
捧
げ
た
い
と
、
伊
東
佛
現
寺
・
川
奈
蓮

慶
寺
さ
ま
へ
の
行

脚
の
折
に
、
当
山

に
も
お
詣
り
し
て

下
さ
い
ま
し
た
。 

わ
ざ
わ
ざ
当
山

に
寄
っ
て
く
れ
る

と
い
う
こ
と
は
、

日
頃
か
ら
熱
心
に

信
仰
を
深
め
て
い

る
檀
信
徒
の
皆
さ

ん
に
会
い
た
い
と

い
う
こ
と
だ
と
思

い
、
皆
さ
ん
に
声

掛
け
し
共
に
お
迎
え
し
た
の
で
し
た
。 

 
 

＊ 

「
ア
ッ
！ 

聴
こ
え
て
き
た
！
」、
遠
く
か
ら
太
鼓

の
音
が
聴
こ
え
始
め
ま
し
た
。
寒
風
の
中
で
待
ち
わ

び
た
檀
信
徒
の
皆
さ
ん
、
暫
く
す
る
と
、
そ
の
目
に

撃
鼓
行
脚
隊
の
姿
が
見
え
始
め
ま
し
た
。
そ
し
て
地

を
揺
る
が
す
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
の
お
題
目
が
近

付
い
て
き
ま
し
た
。
お
寺
の
下
の
Ｔ
路
地
で
お
迎
え
、

行
脚
の
若
い
お
上
人
さ
ん
達
の
声
が
一
段
と
大
き

く
な
り
、
思
わ
ず
合
掌
の
手
に
力
が
入
り
ま
す
。
一

緒
に
太
鼓
を
た
た
き
な
が
ら
お
寺
ま
で
行
列
、
山
門

を
入
り
石
段
を
踏
み
上
が
る
、
も
う
皆
さ
ん
の
お
姿

は
南
無
妙
法
蓮
華
経
そ
の
も
の
で
し
た
。 

 

貫
首
さ
ま
ご
夫
妻
、
若
い
大
勢
の
山
務
員
、
護
持

会
長
さ
ん
は
じ
め
本
堂
一
杯
の
檀
信
徒
の
皆
さ
ん

と
共
に
一
生
懸
命
の
南
無
妙
法
蓮
華
経
。 

 
そ
の
後
の
お
茶
の
席
に
は
、
若
い
お
上
人
さ
ん
方

が
飛
び
入
り
で
歓
談
。「
直
接
、
お
話
さ
せ
て
も
ら

っ
て
、
嬉
し
か
っ
た
」
と
若
い
ご
婦
人
。
「
若
い
お

上
人
さ
ん
に
握
手
し
て
も
ら
っ
ち
ゃ
っ
た
！
」
と
、

ニ
コ
ニ
コ
顔
で
帰
る
お
ば
あ
さ
ん
。 

「
待
っ
て
い
る
時
は
寒
か
っ
た
け
ど
、
も
う
夢
中
に

な
っ
た
。
今
日
、
来
る
こ
と
が
で
き
て
本
当
に
良
か

っ
た
。」
そ
ん
な
声
を
沢
山
頂
き
ま
し
た
。
次
の
朝

は
珍
し
く
銀
世
界
、「
昨
日
の
感
激
と
今
朝
の
美
し

さ
。
ジ
ッ
と
し
て
ら
れ
な
く
て
」
と
朝
早
く
か
ら
嬉

し
い
電
話
も
あ
り
ま
し
た
。 

 
 
 

＊ 

 

そ
ん
な
皆
さ
ん
の
声
を
聴
い
て
、
魂
・
仏
性
が
湧

き
出
た
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
。 

太
鼓
を
た
た
き
お
題
目
を
力
の
限
り
お
唱
え
し

て
歩
く
撃
鼓
行
脚
、
こ
の
古
め
か
し
い
と
す
ら
思
え

る
形
の
お
題
目
が
、
皆
さ
ん
の
魂
の
琴
線
・
仏
性
に

触
れ
、
揺
り
動
か
さ
れ
ウ
ァ
ー
と
出
て
き
た
、
そ
う

思
う
の
で
す
。
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
奥

深
い
霊
力
と
肉
声
の
凄
さ
を
改
め
て
感

じ
ま
し
た
。 

 
 
 

＊ 

 

直
ぐ
に
貫
首
さ
ま
か
ら
礼
状
が
届
き

ま
し
た
。 

『
行
脚
で
お
伺
い
し
た
時
の
ご
接
待
と

い
い
、
お
檀
家
の
皆
さ
ま
の
暖
か
い
お

も
て
な
し
と
い
い
、
何
か
ら
何
ま
で
お

心
の
こ
も
っ
た
お
心
遣
い
を
頂
き
感
激

し
ま
し
た
。
当
山
の
山
務
員
も
、
お
檀

家
さ
ん
と
個
々
に
お
話
で
き
る
実
地
の

布
教
の
勉
強
を
さ
せ
て
頂
い
た
事
は
、



 

 

昌子寺庭の山務日誌より 

心
に
残
る
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

感
想
文
を
随
身
に
書
か
せ
ま
し
た
と
こ
ろ
、
皆
一

様
に
、
や
は
り
法
住
寺
様
で
の
体
験
が
一
番
印
象
深

く
想
い
出
と
な
っ
た
よ
う
で
す
。
私
も
こ
れ
を
読
み

嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。
沢
山
の
事
を
、
ま
た
も
勉
強

さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
法
住
寺
の
輝
き
は
本
物
で
し

た
。
』 

貫
首
様
の
奥
様
か
ら
も
頂
き
ま
し
た
。 

『
大
勢
の
檀
信
徒
の
皆
さ
ま
と
一
緒
に
伊
豆
の
地

を
踏
ん
で
お
題
目
を
唱
え
ら
れ
ま
し
た
こ
と
は
、
山

務
員
一
人
ひ
と
り
が
自
分
の
寺
に
帰
っ
て
、
あ
の
景

色
を
想
い
出
し
て
布
教
活
動
し
て
く
る
こ
と
で
し

ょ
う
。 

本
山
で
は
な
か
な
か
学
べ
な
い
、
家
族
が
一
丸
と

な
っ
て
お
給
仕
す
る
姿
は
、
や
は
り
日
本
一
の
法
住

寺
様
以
外
あ
り

ま
せ
ん
で
し
ょ

う
。
大
洋
君
の
お

経
と
太
鼓
が
身

に
つ
い
て
い
て
、

嬉
し
い
何
よ
り

の
光
景
で
し

た
。
』 

山
務
員
を
代

表
し
て
総
務
さ

ん
の
礼
状
。 

『
護
持
会
長
様

か
ら
も
ご
挨
拶
を
賜
り
、
誠
に
有
り
難
く
存
じ
ま
す
。

そ
し
て
私
共
を
出
迎
え
て
く
だ
さ
っ
た
檀
信
徒
の

皆
様
の
お
姿
を
目
の
当
り
に
致
し
ま
し
た
際
に
は
、

こ
の
日
一
番
の
感
激
を
受
け
、
法
要
後
も
懇
親
の
席

を
設
け
て
頂
き
、
ま
さ
に
「
寺
檀
和
融
」
の
何
た
る

か
を
大
い
に
学
ば
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
私
共
一
同
、

今
回
の
研
修
行
脚
で
受
け
ま
し
た
感
激
と
感
動
を
、

ま
た
貴
重
な
経
験
を
己
の
糧
と
致
し
ま
し
て
、
今
後

の
布
教
伝
道
に
邁
進
し
、
よ
り
一
層
の
精
進
を
重
ね

て
い
き
た
く
存
じ
ま
す
。
』 

 
 
 

＊ 

 

こ
れ
ら
の
感
謝
と
お
褒
め
の
言
葉
は
、
檀
信
徒
皆

さ
ん
へ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
も
焦
ら
ず
地
に
足
を
つ
け
て
、

一
歩
一
歩
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
の
道
を
歩
ん
で
ま
い

り
ま
し
ょ
う
。 

  

   

三
月
に
入
り
、
境
内
の
桜
の
花
芽

も
日
に
日
に
ふ
く
ら
ん
で
き
ま
し

た
。
桜
の
木
は
秋
に
は
葉
を
落
と
し
、

小
さ
な
花
芽
を
つ
け
て
じ
っ
と
冬

を
耐
え
、
春
に
は
待
ち
焦
が
れ
て
い

る
私
た
ち
を
喜
ば
せ
て
く
れ
ま
す
。

最
近
知
っ
た
こ
と
な
の
で
す
が
、
厳

し
い
冬
の
低
温
・
寒
さ
が
な
け
れ
ば
、

春
に
な
っ
て
も
花
芽
は
花
を
ひ
ら

く
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
で
終
っ
て

し
ま
う
の
だ
そ
う
で
す
。 

 

地
に
生
え
る
草
花
も
同
じ
く
、
寒
い
冬

が
あ
っ
て
初
め
て
春
の
温
か
さ
を
感
じ
取
り
芽
を

出
す
と
聞
き
ま
す
。 

 
 
 

＊ 

 

そ
う
聞
い
て
、
ふ
と
、
人
間
を
思
う
。 

自
分
に
厳
し
い
現
実
が
ふ
り
か
か
っ
て
き
て
、
初

め
て
人
の
心
の
温
か
さ
を
知
り
、
自
分
の
中
の
花
の

種
・
仏
心
に
気
付
き
、
美
し
い
花
を
咲
か
せ
る
こ
と

が
で
き
る
と
思
う
。
挫
折
を
味
わ
っ
て
こ
そ
、
希
望

が
持
て
る
の
だ
と
思
う
。 

 
 

＊ 

 

植
物
と
人
間
、
別
々
の
形
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

実
は
同
じ
処
に
在
っ
て
、
か
く
も
一
生
懸
命
生
き
て

い
る
。
私
に
と
っ
て
、
ど
ち
ら
も
愛
お
し
い
存
在
な

の
で
す
。 

  



 

    

寿
量
の
塔
が
完
成
し
ま
し
た
。
寿
量
の
杜
の
中
心

と
な
る
立
派
な
塔
で
す
。
進
入
路
や
駐
車
ス
ペ
ー
ス

を
造
っ
た
り
、
看
板
を
立
て
た
り
、
社
会
の
皆
さ
ん

に
広
く
呼
び
か
け
る
準
備
を
し
て
、
入
魂
式
は
六
月

十
二
日
（
土
）
を
予
定
し
て
い
ま
す
。 

寿
量
の
杜
は
伐
採
が
終
り
、
そ
の
片
付
け
を
春
の

境
内
整
備
作
業
で
元
村
①
の
皆
さ
ん
が
ご
奉
仕
し

て
下
さ
い
ま
し
た
。
私
も
洋
明
と
出
来
る
だ
け
に
山

に
入
り
、
片
付
け
、
石
楠
花
の
植
栽
、
倒
し
た
丸
太

か
ら
の
椅
子
作
り
等
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
か

ら
も
整
備
は
続
き
ま
す
。 

 

五
十
年
、
百
年
後
を
見
据
え
た
寿
量
の
杜
づ
く
り

で
す
。
皆
さ
ん
と
共
に
創
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
杜
に

ス
ク
ッ

と
そ
び

え
る
大

樹
の
よ

う
に
大

き
く
夢

を
も
ち
、

自
然
と

共
に
歩

ん
で
ま

い
り
ま

し
ょ
う
。 

 

     

今
年
は
伊
豆
法
難
七
五
〇
年
、
全
国
か
ら
伊
東
の

霊
跡
に
参
詣
が
あ
り
、
日
蓮
宗
や
宗
務
所
の
行
事
が

計
画
さ
れ
て
い
ま
す
。 

ま
ず
五
月
十
二
日
の
お
逮
夜
（
十
一
日
夜
）
、
万

灯
行
列
が
伊
東
の
市
内
を
練
り
歩
き
ま
す
。
全
国
か

ら
二
十
位
の
万
灯
講
が
集
ま
る
予
定
で
、
当
山
の
白

龍
会
も
参
加
し
よ
う
と
意
気
込
ん
で
い
ま
す
。
別
紙

の
通
り
の
内
容
で
、
参
加
者
を
募
集
し
ま
す
の
で
宜

し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 

翌
日
、
十
二
日
は
全
国
か
ら
多
く
の
方
々
が
参
集

し
て
報
恩
感
謝
の
大
法
要
を
営
み
ま
す
。
法
住
寺
檀

信
徒
を
代
表
し
て
護
持
会
長
さ
ん
は
じ
め
、
数
名
の

出
席
と
な
る
と
思
い
ま
す
。 

当
山
で
も
こ
の
意
義
あ
る
折
に
、
檀
信
徒
全
員
参

加
の
団
参
を
行
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
年
の

秋
～
来
年
春
の
予
定
と
な
り
ま
す
が
、
ぜ
ひ
皆
さ
ん

と
一
緒
に
日
蓮
大
聖
人
が
法
難
に
あ
わ
れ
、
法
華
経

を
ご
自
身
の
血
肉
と
さ
れ
た
地
に
お
詣
り
し
て
ま

い
り
ま
し
ょ
う
。 

   

❀ 

境
内
整
備
作
業 

春
の
作
業
は
元
村
①
の
皆
さ
ん
で
、
寿
量
の
杜
の

伐
採
後
の
片
付
け
を
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。 

 

夏
（
七
月
）
の
作
業
は
、
西
の
皆
さ
ん
に
お
願
い

し
ま
す
。 

 

❀ 

星
祭
り 

 

今
年
も
星
祭
り
が
一
月
最
後
の
日
曜
日
、
三
十
一

日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
洋
明
上
人
は
じ
め
三
人
の
修

法
師
の
迫
力
あ
る
ご
祈
祷
で
、
善
い
運
勢
を
よ
び
、

悪
運
を
祓
い
、
今
年
一
年
が
無
難
に
と
祈
願
し
ま
し

た
。
多
く
の
厄
年
払
い
の
ほ
か
、
各
種
ご
祈
願
が
沢

山
あ
り
ま
し
た
。 

 

❀ 

中
伊
豆
立
正
会
大
題
目
講 

 

伝
統
の
大
題
目
が
三
月
七
日
、
当
山
で
あ
り
ま
し

た
。
蓮
華
の
会
が
加
わ
っ
た
十
二
日
講
も
、
立
正
会

の
皆
さ
ん
と
お
題
目
。
殊
に
若
い
方
々
が
増
え
た
和

讃
は
輝
い
て
い
ま
し
た
。 

 

❀ 

伊
豆
連
合
大
題
目
講 

伊
豆
連
合
大
題
目
講
の
理
事
に
、
当
山
か
ら
山
下

要
さ
ん
が
就
い
て
頂
き
ま
し
た
。
田
方
一
円
檀
信
徒

の
繋
が
り
を
広
め
深
め
て
い
く
お
講
で
す
。
皆
さ
ん

の
ご
協
力
を
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 

❀ 

救
援
募
金 

本
堂
の
募
金
箱
の
合
計
が
一
〇
、
四
九
〇
円
あ
り

ま
し
た
。
何
時
も
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 



御
志
納
金
［
十
二
月
～
二
月
］ 

 

七
十
万
円 

函
南
町 

塩
田
研
士
殿 

尊
祖
母
七
七
日
忌
砌 

三
十
万
円 

小
川 

室
野
和
義
殿 

尊
父
七
七
日
忌
砌 

二
十
万
円 

元
村 

飯
田
安
久
殿 

尊
父
七
七
日
忌
砌 

十
万
円 

元
村 

伊
東
幸
二
殿 

尊
父
葬
儀
の
砌 

十
万
円 

狛
江
市 

小
塚
敦
子
殿 

尊
母
葬
儀
砌 

十
万
円 

清
水 

山
下
秀
治
殿 

尊
祖
母
二
十
七
回
忌
砌 

五
万
円 

元
村 

伊
東
一
衛
殿 

尊
父
三
十
七
回
忌
砌 

五
万
円 

元
村 

三
田
五
月
殿 

夫
君
七
回
忌
砌 

 

宗
務
所
の
社
教
会
に
納
め
ま
し
た
が
、
昨
年
は
伊

豆
管
区
全
体
で
約
八
十
万
円
集
ま
り
、
地
元
の
福
祉

協
議
会
や
日
蓮
宗
を
通
し
て
ハ
イ
チ
や
チ
リ
地
震

等
の
国
際
義
援
金
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

本
堂
の
二
つ
の
募
金
箱
に
、
時
々
心
配
り
し
て
下

さ
い
。 

 

❀ 

こ
れ
か
ら
の
主
な
年
間
行
事 

三
月
二
十
一
日 

春
季
彼
岸
法
要 

五
月 

十
一
日 

伊
豆
法
難750
、
伊
東
万
灯
行
列 

六
月 

十
二
日 

寿
量
の
塔
、
入
魂
式 

八
月 

 

三
日 

お
盆
の
施
餓
鬼
会 

八
月
七
、
八
日 

寺
子
屋
道
場 

九
月
二
十
三
日 

秋
季
彼
岸
会 

九
月
二
十
七
日 

伊
豆
連
合
大
題
目(

宗
徳
寺) 

十
月
三
十
一
日 

お
会
式 

 

  
 

こ
の
春
娘
の
采
海(

あ
や
み)

が
、
仏
天
と
皆
様
の

お
か
げ
で
一
年
生
に
な
り
ま
す
。
つ
い
こ
の
間
ま
で

赤
ち
ゃ
ん
だ
っ
た
気
が
す
る
の
に
、
時
が
経
つ
の
は

早
い
も
の
で
す
。 

日
常
よ
く
口
に
す
る
言
葉
「
あ
り
が
と
う
」「
ご

め
ん
な
さ
い
」
。
感
謝
の
気
持
ち
を
こ
め
た
「
あ
り

が
と
う
」
は
よ
く
口
に
し
ま
す
。「
ご
め
ん
な
さ
い
」

も
社
会
の
中
や
友
人
に
は
言
え
て
も
、
意
外
に
家
族

や
身
近
な
者
に
は
非
を
認
め
た
く
な
い
強
情
な
気

持
ち
や
、
羞
恥
心
が
邪
魔
を
し
て
素
直
に
口
に
出
来

な
い
も
の
で
す
。
で
す
が
そ
の
「
ご
め
ん
な
さ
い
」

の
一
言
が
有
る
と
事
は
意
外
に
収
ま
る
も
の
で
す
。

「
ご
め
ん
な
さ
い
」
が
言
え
る
こ
と
は
と
て
も
大
切

な
こ
と
で
す
。 

 
 

＊ 

 

先
日
、
妻
が
植
え
込
み
で
車
に
傷
を
付
け
て

来
ま
し
た
。
車
好
き
の
私
は
、
駐
車
場
に
一
目

散
に
走
り
、
そ
の
傷
を
見
て
妻
に
有
無
も
言
わ

さ
ず
「
何
を
や
っ
て
る
ん
っ
だ
！
」。 

 

妻
は
、
「
あ
な
た
が
、
傷
つ
け
た
と
き
は
何

も
言
わ
な
い
く
せ
に
！
」
。 

そ
の
場
は
ま
さ
に
地
獄
や
修
羅
の
世
界
。
し

ば
ら
く
言
い
合
い
ま
し
た
。 

僧
侶
と
い
う
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
反
省
の

言
動
で
し
た
。「
ご
め
ん
な
さ
い
」。 

 

後
々
、
妻
に
「
有
無
も
言
わ
さ
ず
、
い
き
な

り
強
い
言
い
方
を
し
て
ご
め
ん
」
と
謝
る
と
、「
私

も
、
最
初
に
謝
ら
な
く
て
ご
め
ん
ね
。
大
事
な
車
な

の
に
ね
。
で
も
い
き
な
り
強
く
言
わ
れ
た
か
ら
カ
ー

ッ
と
な
っ
て
」。 

そ
う
言
わ
れ
る
と
、
自
分
の
器
の
小
さ
さ
を
更
に
反

省
を
し
ま
す
。 

 

確
か
に
自
分
に
非
が
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
非
を
認

め
た
く
な
い
た
め
に
、
妻
に
謝
ら
な
か
っ
た
こ
と
が

何
度
か
あ
り
ま
し
た
。
な
か
な
か
身
近
な
人
に
素
直

に
謝
る
の
は
簡
単
で
い
て
、
難
し
い
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。 

 
 
 

＊ 

寿
量
品
第
十
六
の
「
質
直
意
柔
軟
」、
こ
こ
ろ
素

直
に
柔
ら
か
く
そ
し
て
正
し
く
真
直
ぐ
に
と
言
う

意
味
で
す
。 

 

あ
の
時
ち
ゃ
ん
と
謝
っ
て
お
け
ば
、「
ご
め
ん
な

さ
い
」
が
素
直
に
言
え
た
ら
、
こ
う
い
う
思
い
は
誰

に
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

 

非
が
あ
っ
た
ら
反
省
し
「
ご
め
ん
な
さ
い
」
と
言

え
る
、
素
直
な
柔
ら
か
い
こ
こ
ろ
を
持
ち
た
い
も
の

で
す
。
人
に
そ
の
思
い
を
伝
え
る
こ
と
は
、
相
手
を

大
切
に
思
う
こ
と
、
仏
様
の
こ
こ
ろ
に
も
繋
が
り
ま

す
。
身
近
な
人
に
は
、
な
お
さ
ら
で
す
。 

 
 
 

＊ 

 

人
に
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
る
「
あ
り
が
と
う
」、

素
直
な
気
持
ち
で
謝
れ
る
「
ご
め
ん
な
さ
い
」。
振

り
返
っ
て
み
て
、
自
分
も
そ
う
だ
な
と
感
じ
る
方
は
、

身
近
な
人
に
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
こ
ろ
素
直
に
柔
ら
か

い
気
持
ち
を
伝
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
言
葉
に

は
仏
様
の
こ
こ
ろ
が
宿
っ
て
い
ま
す
。 


