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先
日
、
京
浜
地
区
の
檀
家
さ
ん
の
お
葬
儀
を
行

っ
て
き
ま
し
た
。
Ｋ
さ
ん
は
、
九
州
か
ら
出
て
来

て
結
婚
、
家
庭
を
築
き
、
お
子
さ
ん
を
育
て
、
四

十
代
後
半
で
ご
主
人
を
亡
く
さ
れ
、
そ
れ
で
も
明

る
く
前
向
き
に
頑
張
っ
て
き
ま
し
た
、
一
生
懸
命

に
働
き
ま
し
た
。
定
年
後
の
仕
事
も
終
え
、
旅
行

も
沢
山
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
病
に

は
か
て
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

参
列
の
方
々
は
、
よ
く
頑
張
ら
れ
た
Ｋ
さ
ん
に

慰
労
と
冥
福
の
気
持
ち
を
さ
さ
げ
、
そ
し
て
「
私

た
ち
は
、
何
の
為
に
生
き
て
い
く
の
」
と
、
改
め

て
問
い
か
け
て
い
た
様
に
思
い
ま
す
。 

 
 
 

＊ 

 

私
は
若
い
頃
、
こ
の
「
何
の
為
に
生
き
る
の
か
」

で
、
随
分
考
え
悩
み
も
し
ま
し
た
。
先
人
の
考
え

は
参
考
に
は
な
っ
て
も
、
そ
の
ま
ま
自
分
の
も
の

に
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
お
経
を
読

誦
し
て
い
て
、
ス
ト
ー
ン
！
と
腹
の
底
に
納
ま
る

も
の
が
あ
っ
た
の
で
す
。
納
ま
っ
た
お
蔭
で
、
随

分
楽
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
短
期
間
に
一
生

涯
の
事
を
全
部
経
験
し
た
と
言
わ
れ
る
程
、
い
ろ

い
ろ
な
事
が
次
々
と
起
こ
り
ま
し
た
が
、
揺
ら
ぐ

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 
 
 

＊ 

 

で
は
「
何
の
為
に
生
き
る
」
の
で
し
ょ
う
か
。 

そ
れ
は
、「
仏
さ
ん
に
な
る
た
め
」
だ
っ
た
の
で

す
。 仏

さ
ん
に
な
る
と
い
っ
て
も
、
今
生
で
仏
さ
ん

に
成
り
切
る
こ
と
は
無
理
と
い
う
も
の
で
す
。
そ

れ
で
も
一
歩
で
も
二
歩
で
も
仏
さ
ん
に
近
付
く
、

そ
れ
が
私
の
腹
の
底
に
収
ま
っ
た
生
き
る
目
的
だ

っ
た
の
で
す
。 

 
 
 

＊ 

 

仏
さ
ん
に
近
付
く
と
い
う
こ
と
は
、「
魂
を
み
が

く
」
と
言
っ
て
も
良
い
と
思
い
ま
す
。 

 

人
が
亡
く
な
る
と
、
そ
の
人
の
魂
は
肉
体
を
離

れ
、
ま
た
別
の
生
命
に
宿
り
輪
廻
し
ま
す
。
こ
の

世
で
魂
が
み
が
か
れ
れ
ば
、
よ
り
高
い
次
元
の
生

命
に
宿
り
、
逆
に
魂
を
汚
し
て
し
ま
え
ば
、
よ
り

低
い
次
元
の
世
界
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
科
学
的
で
な
い
と
信
じ
難
い
方
も
い
る
で

し
ょ
う
が
、
霊
魂
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
例

は
、
世
界
各
国
に
沢
山
あ
り
ま
す
。 

 

京
セ
ラ
創
業
者
の
稲
盛
和
夫
さ
ん
は
、「
魂
」
で

は
抽
象
的
で
誤
解
さ
れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
、

「
意
識
体
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。
著

書
「
稲
盛
和
夫
の
哲
学
」
の
中
で
、
臨
死
体
験
し

た
知
人
の
話
か
ら
、「
心
臓
発
作
で
倒
れ
、
心
臓
が

止
ま
り
、
一
般
的
に
い
え
ば
意
識
が
な
く
な
っ
た
。

そ
れ
で
も
当
時
の
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
こ
れ
が
、

肉
体
と
は
別
に
意
識
体
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な

い
と
私
が
思
う
一
つ
の
理
由
で
す
」
と
書
い
て
い

ま
す
。
意
識
体
の
品
格
を
高
め
る
、
そ
れ
が
生
き

る
こ
と
の
目
的
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。 

 
 
 

＊ 

 

で
は
ど
う
し
た
ら
魂
を
み
が
け
る
で
し
ょ
う
か
。

お
釈
迦
さ
ま
は
六
波
羅
蜜
を
説
い
て
い
ま
す
。
そ

の
中
で
も
、
布
施
［
世
の
為
、
人
の
為
に
な
る
］、

持
戒
［
約
束
や
規
律
を
守
る
］
、
忍
辱
［
に
ん
に
く 

我
慢
す
る
。
た
だ
我
慢
し
て
も
、
し
か
め
っ
面
し

て
い
る
の
で
な
く
、
明
る
く
前
向
き
な
気
持
ち
を

も
つ
］、
精
進
［
一
生
懸
命
働
く
］
の
四
つ
は
、
今

の
世
の
中
で
、
特
に
実
践
し
た
い
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 
 
 

＊ 

 

Ｋ
さ
ん
は
、
多
く
の
苦
労
は
あ
り
ま
し
た
が
、

一
つ
一
つ
を
乗
り
越
え
、
明
る
い
気
持
ち
で
、
一

生
懸
命
働
き
ま
し
た
。
魂
は
み
が
か
れ
、
旅
行
に

行
け
な
か
っ
た
残
念
さ
は
あ
る
に
し
て
も
、
頑
張

っ
て
き
て
良
か
っ
た
と
清
々
し
い
思
い
で
い
る
と
、

寂
し
い
中
に
も
感
じ
た
の
で
し
た
。 

 

そ
し
て
改
め
て
、
一
生
懸
命
働
く
こ
と
が
幸
せ

で
あ
り
、
魂
を
み
が
く
こ
と
が
幸
せ
な
ん
だ
と
、

Ｋ
さ
ん
か
ら
学
ん
だ
の
で
し
た
。 

―― １ ―― 



昌子寺庭の山務日誌より 

 

 

 

  
 

 

あ
る
老
婦
人
の
入
院
見
舞
い
に
伺

っ
た
時
の
こ
と
で
す
。
酸
素
マ
ス
ク
を

つ
け
な
が
ら
の
面
会
で
し
た
が
、
そ
の

方
は
し
っ
か
り
し
た
口
調
で
「
…
…
い

ろ
い
ろ
と 
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。
…
出
来
れ
ば
あ
と
三
年
、
生
き
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
が
。
そ
れ
ば
か
り

は
、
お
祖
師
さ
ま
が
、
ど
う
お
考
え
に

な
ら
れ
る
か
…
…
」
と
、
お
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
。「
こ
の
方
は
、
も
う
正
直
に
、

ご
自
分
の
死
期
を
悟
っ
て
お
ら
れ
て
、

な
お
、
お
祖
師
さ
ま
に
一
切
を
ゆ
だ
ね
ら
れ

て
い
る
」
と
、
直
感
致
し
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
に

圧
倒
さ
れ
て
か
、
私
は
「
あ
と
三
年
」
の
意
を
問

い
直
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
同
時
に
、

今
（
こ
の
時
に
も
）、
私
に
、「
生
き
抜
く
」
と
い

う
神
々
し
い
ま
で
の
お
姿
を
見
せ
て
く
れ
て
い
る

と
も
、
思
え
ま
し
た
。
長
い
間
、
幾
多
の
悲
し
み

や
苦
し
み
を
、
お
題
目
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
乗

り
越
え
て
き
た
か
た
方
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い

る
私
に
は
、
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。 

 
 
 
 

＊ 

そ
の
後
、
退
院
さ
れ
て
自
宅
に
戻
ら
れ
、
玄
関

の
前
で
優
し
い
笑
顔
で
写
真
を
撮
り
、
自
ら
「
あ

り
が
と
う
」
と
直
筆
を
添
え
て
、
お
便
り
を
頂
き

ま
し
た
。
私
も
「
良
か
っ
た
で
す
ね
。
野
あ
ざ
み

が
咲
き
ま
し
た
ね
。」
と
、
返
事
を
お
書
き
ま
し
た
。

そ
し
て
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
し
て
、
亡
く
な
ら
れ

た
の
で
し
た
。 

住
職
が
枕
経
に
伺
っ
た
時
、
枕
辺
の
縁
側
の
向

こ
う
に
、
花
み
ず
き
が
咲
い
て
い
て
、
そ
の
清
楚

な
白
花
が
慈
雤
に
し
っ
と
り
濡
れ
て
い
る
様
は
、

「
こ
れ
ぞ
枕
花
」
と
思
っ
た
そ
う
で
す
。 

 
 
 

＊ 

病
院
か
ら
自
宅
に
帰
っ
て
、
そ
の
い
っ
ぱ
い
の

花
み
ず
き
を
い
っ
ぱ
い
見
な
が
ら
、
家
族
の
方
々

と
ゆ
っ
く
り
お
別
れ
の
時
を
過
ご
さ
れ
た
こ
と
で

し
ょ
う
。
悲
し
い
別
れ
と
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の

中
に
も
、
こ
の
老
婦
人
が
残
し
て
く
れ
た
「
生
き

抜
く
姿
」
は
、
ご
家
族
の
皆
さ
ん
は
元
よ
り
、
私

た
ち
回
り
の
者
に
ま
で
、
深
い
感
銘
を
与
え
、
一

筋
の
光
と
な
っ
て
、
今
な
お
生
き
続
け
て
お
り
ま

す
。 そ

れ
は
「
苦
し
い
時
ほ
ど
、
幸
せ
だ
っ
た
」
と

い
う
こ
と
。
ご
主
人
に
先
立
た
れ
、
娘
さ
ん
に
も

先
立
た
れ
た
け
れ
ど
も
「
苦
し
い
時
ほ
ど
、
頑
張

れ
る
自
分
が
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
。
自
分
を
奮

い
立
た
せ
る
様
に
胸
を
張
っ
て
、
何
よ
り
の
勇
気

を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。 

 
 
 

＊ 

「
あ
と
三
年
」
は
、
亡
き
娘
さ
ん
の
子
、
つ
ま
り

孫
が
成
人
す
る
ま
で
見
届
け
た
い
と
の
願
い
だ
っ

た
の
で
す
。「
大
丈
夫
」。
し
っ
か
り
と
、
お
ば
あ

さ
ん
の
「
生
き
る
姿
」
を
受
継
い
で
、
た
く
ま
し

く
生
き
て
い
け
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
私
も
「
苦

し
い
時
ほ
ど
、
頑
張
れ
る
自
分
」
に
な
れ
る
様
、

精
進
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

   

 

花
ま
つ
り 

五
月
連
休
の
最
後

は
「
花
ま
つ
り
」
。
今

年
は
、
佐
治
麻
希
さ
ん

の
紙
芝
居
「
つ
る
の
祈

り
」
で
し
た
。
原
爆
で

亡
く
な
っ
た
佐
々
木

禎
子
さ
ん
の
話
を
、
心

を
込
め
熱
を
込
め
て
、

全
国
各
地
で
語
り
続

け
て
い
ま
す 

小
鳥
の
巣 

本
堂
の
軒
下
で
小
鳥

が
子
育
て
。
毎
朝
の

大
太
鼓
に
あ
わ
せ
て

い
た
～ 

小
鳥
の
赤
ち
ゃ
ん 

―― ２ ―― 



 

 

 

 

賑
や
か
に
さ
え
ず
っ
て
い
ま
し
た
が
、
無
事
に
巣

立
ち
ま
し
た
。
尾
が
ピ
ン

と
張
り
、
奇
麗
な
小
鳥
で

し
た
。 

 

大
洋
入
学 

お
祖
師
さ
ま
に
お
詣

り
し
て
、
こ
れ
か
ら
小
学

校
入
学
式
で
す
。 

 

身
延
山
輪
番 

今
年
の
身
延
山
輪
番

奉
仕
に
、
二
十
五
人

の
皆
さ
ん
が
参
加
さ

れ
ま
し
た
。 

 

ご
先
祖
さ
ま
の
お

墓
詣
り
を
す
る
よ
う

に
、
お
祖
師
さ
ま
に

年
に
一
回
は
お
詣
り

し
ま
し
ょ
う
と
呼
び

か
け
て
い
ま
す
が
、

毎
年
参
加
の
皆
さ
ん

に
は
、
頭
が
さ
が
り

ま
す
。 

ロ
ー
プ
ウ
ェ
ー
下
の
駐
車
場
奥
か
ら
新
設
さ
れ

た
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
境
内
に
登
り
、
落
慶
し
た
ば

か
り
の
五
重
塔
を
見
上
げ
合
掌
。
今
年
は
、
大
洋

が
小
学
生
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
お
祖
師
さ
ま
に

報
告
の
た
め
一
緒
に
お
詣
り
し
ま
し
た
。
東
部
宗

務
所
主
催
で
、
三
百
六
十
人
で
の
輪
番
で
し
た
。 

 

境
内
整
備
作
業 

夏
の
境
内
整
備
作
業
は

小
川
の
皆
さ
ん
で
し
た
。

暑
い
中
の
草
刈
り
や
草
取

り
は
汗
だ
く
だ
く
、
何
時

も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
。 十

二
日
講
、
れ
ん
げ
の

会
の
皆
さ
ん
も
草
取
り
作

業
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

秋
季
彼
岸
の
け
境
内
作

業
は
、
清
水
２
の
皆
さ
ん

に
お
願
い
し
ま
す
。 

 

   

 

お
盆
の
施
餓
鬼
会 

八
月
三
日
（
月
）
午
後
三
時 

お
盆
の
お
施
餓
鬼
と
お
会
式
に
は
、
檀
信
徒
の

皆
さ
ま
、
必
ず
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

ご
先
祖
さ
ま
に
、
唱
題
、
ご
回
向
、
ご
供
養
致

し
ま
す
。 

 

 

寺
子
屋
道
場 

第
五
回
目
と
な
る
寺

子
屋
道
場
、
皆
さ
ん
の
参

加
を
お
待
ち
し
て
い
ま

す
。
連
絡
い
た
だ
け
れ
ば

詳
し
い
案
内
を
お
送
り

し
ま
す
。 

・
期
日 

八
月
七
、
八
日

（
金
、
土
） 

・
対
象 

小
二
～
小
六
の 

男
女 

 

・
定
員 

十
五
名 

 

・
参
加
費 

二
千
円 

・
内
容 

山
の
探
検
（
カ
ブ
ト
ム
シ
捕
り
な
ど
）
、

カ
レ
ー
作
り
、
唱
題
行
等 

 

 

連
合
大
題
目
講 

・
期
日 

九
月
二
十
五
日
（
金
） 

・
会
場 

加
殿 

妙
國
寺 

・
会
費 

五
百
円 

長
岡
、
大
仁
、
修
善
寺
地
区
の
檀
信
徒
と
共
に
唱

作
業
が
終
っ
て
、 

木
陰
で
ひ
と
休
み 

―― ３ ―― 



御
志
納
金
［
四
月
～
七
月
］ 

百
万
円  

西     

森
野
智
喜
殿 

尊
父
葬
儀
砌 

三
十
万
円  

清
水   

山
下
悦
子
殿 

尊
母
七
七
日
忌
砌 

十
万
円 

西 
   

佐
藤
雄
一
殿 

尊
母
七
回
忌
砌 

十
万
円 

元
村   

井
本
甲
男
殿 

尊
母
二
十
七
回
忌
砌 

十
万
円  

川
崎
市 

山
下  

泰
殿 

尊
祖
母
一
周
忌
砌 

十
万
円 

元
村 

 

飯
田
政
春
殿 

尊
兄
一
周
忌
砌 

十
万
円 

元
村 

 

飯
田
昌
之
殿 

尊
父
一
周
忌
砌 

 

題
し
、
法
話
を
聞
き
、
共
に
励
ま
し
合
っ
て
い
く

行
事
で
す
。
お
誘
い
合
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

 

 
池
上
お
会
式
、
万
灯
参
加 

・
法
住
寺
白
龍
会
主
催 

・
十
月
十
二
日
（
月
、

休
日
） 

・
参
加
費 

四
千
円

（
ご
家
族
参
加
の
場

合
、
二
人
目
か
ら
は
三

千
円
）
、
幼
児
～
高
校

生
ま
で
無
料 

・
定
員 

六
十
五
人 

 

・
詳
し
く
は
お
近
く
の

白
龍
会
メ
ン
バ
ー
か

お
寺
ま
で 

 

 

  

「
も
っ
た
い
な
い
」、
大
往
生
を
さ
れ
た
お
ば
あ

さ
ん
の
口
癖
で
す
。
こ
の
お
ば
あ
さ
ん
は
、
と
て

も
明
る
く
筋
が
と
お
り
、
情
の
あ
る
信
仰
の
厚
い

方
で
し
た
。
こ
の
お
ば
あ
さ
ん
は
何
で
も
最
後
ま

で
使
い
切
る
名
人
で
も
あ
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、

身
の
回
り
の
も
の
か
ら
野
菜
の
皮
に
い
た
る
ま
で
、

私
な
ら
き
っ
と
捨
て
て
し
ま
う
様
な
も
の
も
最
後

ま
で
無
駄
な
く
使
う
、
今
で
言
う
エ
コ
ラ
イ
フ
の

達
人
で
し
た
。 

 

こ
の
お
ば
あ
さ
ん
の
「
も
っ
た
い
な
い
」
に
は

現
代
の
失
わ
れ
た
、
モ
ノ
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
が

入
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
モ
ノ
を
単
な
る
物
質

と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
モ
ノ
に
「
い

の
ち
」
を
感
じ
、
尊
ん
で
い
る
の
で
す
。
こ
の
気

持
ち
に
よ
っ
て
、
き
っ
と
満
足
や
幸
せ
を
感
じ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。 

 
 
 

＊ 

私
た
ち
に
は
、
欲
が
あ
り
ま
す
。
お
金
が
欲

し
い
、
良
い
家
に
住
み
た
い
な
ど
な
ど
。
こ
の

欲
が
満
た
さ
れ
る
と
も
っ
と
お
金
が
欲
し
い
、

も
っ
と
良
い
家
に
住
み
た
い
と
更
な
る
欲
が

出
て
来
ま
す
。
上
を
見
て
人
と
比
べ
る
と
、
き
り

が
あ
り
ま
せ
ん
。
上
ば
か
り
見
て
い
る
と
そ
の
う

ち
ひ
っ
く
り
返
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
欲
に
つ

い
て
法
華
経
に
は
「
少
欲
知
足
―
― 

欲
少
な
く

し
て
足
る
こ
と
を
知
る
ー
ー
」
と
あ
り
ま
す
。
今

で
言
う
「
い
い
加
減
」
で
す
。
だ
ら
し
な
い
、
怠

け
心
の
「
い
い
加
減
」
で
は
な
く
、「
良
い
加
減
」

で
す
。 

 

お
ば
あ
さ
ん
は
自
分
の
あ
る
環
境
の
な
か
で
、

い
か
に
満
足
し
幸
せ
に
生
き
て
い
く
か
の
「
良
い

加
減
」
を
よ
く
分
か
っ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

ま
さ
に
「
少
欲
知
足
」
の
方
で
し
た
。 

 

モ
ノ
が
溢
れ
て
い
る
今
、
お
ば
あ
さ
ん
の
よ
う

に
モ
ノ
の
「
い
の
ち
」
を
尊
び
、
頂
い
た
こ
と
へ

の
感
謝
の
気
持
ち
を
持
つ
こ
と
が
「
少
欲
知
足
」

の
第
一
歩
で
す
。
仕
事
や
家
事
に
し
て
も
「
怠
け

の
い
い
か
げ
ん
」
で
は
な
く
、「
良
い
加
減
」
を
知

り
、
今
の
自
分
に
は
こ
れ
で
良
い
と
思
え
る
気
持

ち
を
持
ち
た
い
も
の
で
す
。 

 
 
 
 

＊ 

 

供
養
と
は
「
そ
の
人
の
生
き
ざ
ま
を
受
け
継
ぐ
」

と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
。
お
盆
を
迎
え
、「
少
欲

知
足
」、
自
分
の
「
良
い
加
減
」
を
知
り
、
こ
の
記

事
を
書
か
せ
て
頂
い
た
こ
と
を
お
ば
あ
さ
ん
へ
の

ご
供
養
の
一
つ
に
さ
せ
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

昨
年
の
池
上
お
会
式 

―― ４ ―― 


