
   

             

五
月
二
九
日
に
延
命
寺
様
（
曹
洞
宗
）

で
は
本
堂
・
位
牌
堂
・
書
院
の
落
慶
法
要

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
約
二
百
年
前
に
建
て

ら
れ
た
本
堂
・
位
牌
堂
が
老
朽
化
し
た
た

め
、
約
二
十
年
前
か
ら
本
堂
を
新
築
し
た

ら
ど
う
か
と
総
代
さ
ん
か
ら
話
が
で
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
檀
家
さ
ん

に
あ
ま
り
負
担
を
か
け
ず
に
建
設
し
た

い
と
の
思
い
か
ら
、
時
間
か
け
て
計
画
を

進
め
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
平
成
二
六
年

四
月
一
日
に
消
費
税
が
五
％
か
ら
八
％ 

   に
上
が
る
こ
と
が
決
定
し
た
た
め
、
こ
の
時
を
逃

が
し
た
ら
計
画
が
流
れ
て
し
ま
う
と
思
い
本
堂
の

建
設
を
決
定
し
ま
し
た
。 

 

弊
社
の
社
長
は
延
命
寺
様
の
ご
住
職
と
は
二
十

年
以
上
前
か
ら
、
照
自
会
な
ど
の
懇
親
会
の
席
で

親
し
く
お
付
き
合
い
さ
せ
て
い
た
だ
て
お
り
ま
し

た
。
そ
し
て
本
堂
新
築
計
画
が
あ
る
と
お
話
を
い

た
だ
き
、
是
非
に
と
い
う
こ
と
で
合
い
見
積
り
に

参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
す
。
ご
住
職
の

お
力
添
え
も
あ
り
弊
社
に
決
定
し
た
と
知
ら
せ
を

聞
い
た
時
に
は
、
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
こ
と
を
今

で
も
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
延
命
寺
の
ご

住
職
は
弊
社
の
提
案
し
た
内
容
と
金
額
な
ら
ば
、

檀
家
の
皆
さ
ん
に
も
納
得
し
た
も
の
を
建
て
く
れ

る
と
思
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。 

 

新
し
い
本
堂
は
以
前
の
本
堂
よ
り
少
し
大
き
く

な
り
、
間
口
七
間
・
奥
行
六
間
半
の
約
４
６
坪
で
、

単
層
向
拝
付
千
鳥
破
風
入
母
屋
造
り
で
す
。
大
間

は
畳
敷
き
で
す
が
、
他
は
位
牌
堂
も
含
め
て
ジ
ュ

ー
タ
ン
敷
き
に
し
て
椅
子
に
座
る
よ
う
に
し
た
の

で
、
足
の
悪
い
方
で
も
気
軽
に
お
参
り
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

ま
た
以
前
は
書
院
が
な
か
っ
た
の
で
何
か
と
不

便
で
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
檀
家
さ
ん
の
集
ま
り

や
、
こ
れ
か
ら
の
少
子
高
齢
化
に
そ
な
え
た
家
族

葬
等
の
小
規
模
な
葬
儀
に
対
応
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。 

そ
し
て
前
号
で
も
お
伝
え
し
ま
し
た
が
、
須
弥

壇
も
弊
社
と
し
て
は
初
め
て
製
作
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
須
弥
壇
は
今
で
は
仏
具
屋
が
作
っ
て

い
ま
す
が
、
元
々
は
宮
大
工
が
作
っ
て
い
た
よ
う

で
す
。 

 

建
物
と
共
に
須
弥
壇
も
檀
家
の
皆
様
に
長
く
愛

さ
れ
る
こ
と
は
弊
社
と
し
て
も
と
て
も
嬉
し
い
こ

と
で
、
今
後
と
も
延
命
寺
様
と
は
長
く
良
い
お
付

き
合
い
が
で
き
る
よ
う
に
努
力
い
た
し
ま
す
。 
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昨
年
の
六
月
に
隣
か
ら
の
も
ら

い
火
で
焼
失
し
た
磐
田
市
栄
町
の

屋
台
の
彫
刻
を
、
澤
元
彫
刻
の
彫
り

師
・
清
延
さ
ん
が
製
作
に
励
ん
で
い

ま
す
。
写
真
は
荒
彫
り
を
し
て
い
る

鬼
板
で
す
。
鬼
板
と
は
屋
台
の
屋
根

の
上
に
取
り
付
け
ら
れ
る
、
家
で
い

え
ば
鬼
瓦
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
神

功
皇
后
が
赤
ん
坊
の
応
神
天
皇
を

抱
い
て
お
り
、
傍
ら
に
武
内
宿
禰
が

控
え
て
い
る
様
子
を
表
し
て
い
ま

す
。 ゲ

魚
（
鬼
板
の
下
に
つ
く
）
は
秋

葉
三
尺
坊
大
権
現
が
白
い
狐
に
乗

っ
て
い
る
姿
を
描
い
て
い
ま
す
。
こ

の
秋
葉
三
尺
坊
大
権
現
は
火
除
け

の
神
様
な
の
で
、
二
度
と
火
災
に
遭

わ
な
い
よ
う
に
と
い
う
栄
町
の

人
々
の
願
い
が
こ
も
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

こ
の
彫
刻
の
題
材
は
栄
町
の
方

か
ら
の
リ
ク
エ
ス
ト
で
、
下
絵
は
清

延
さ
ん
の
奥
さ
ん
で
仏
師
の
陽
子

さ
ん
が
す
べ
て
担
当
し
ま
し
た
。
下

絵
の
良
し
悪
し
が
出
来
栄
え
を
左

右
す
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
の
で
、
何
度
も
打
ち
合
わ
せ
を
行

い
下
絵
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
栄
町

の
み
な
さ
ん
も
彫
刻
が
で
き
て
い

く
の
が
楽
し
み
ら
し
く
、
時
々
工
房

を
訪
れ
て
見
学
し
て
い
き
ま
す
。
昨

年
は
屋
台
を
引
く
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
の
で
、
今
年
の
府
八
幡
宮
の

祭
典
が
今
か
ら
と
て
も
待
ち
遠
し

い
よ
う
で
す
。 

栄
町
の
屋
台
は
四
輪
前
二
層
高

欄
付
き
で
今
年
の
九
月
二
二
日
が

入
魂
式
の
予
定
に
な
っ
て
お
り
、
本

体
の
屋
台
は
現
在
弊
社
の
工
場
に

て
製
作
中
で
す
。 

             

   

三
重
県
亀
山
市
の
真
善
寺
様
の

既
存
の
本
堂
へ
エ
ア
コ
ン
を
設
置

し
ま
し
た
。
ご
住
職
は
近
年
の
夏
の

暑
さ
が
厳
し
く
、
檀
信
徒
の
か
た
が

た
が
快
適
に
法
要
を
執
り
行
う
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
設
置
を
検
討

し
て
い
ま
し
た
。
地
元
の
業
者
へ
相

談
を
持
ち
掛
け
ま
し
た
が
、
無
理
だ

と
言
わ
れ
て
あ
き
ら
め
か
け
て
い

た
、
そ
ん
な
時
に
弊
社
で
建
築
中
の

光
福
寺
様
の
、
床
下
の
エ
ア
コ
ン
工

事
を
見
て
依
頼
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。 

 

設
置
方
法
は
本
堂
の
床
下
に
本 

           

体
を
置
き
、
ダ
ク
ト
を
配
管
し
て
床

の
数
か
所
の
吹
き
出
し
口
よ
り
送

風
し
ま
す
。
床
よ
り
の
吹
き
出
し
の

た
め
、
本
堂
の
雰
囲
気
を
壊
す
こ
と

が
な
く
、
違
和
感
も
な
く
納
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
既
存
の
内

部
や
畳
を
生
か
し
綺
麗
に
仕
上
げ

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

設
置
後
に
試
運
転
し
ま
し
た
が
、

床
下
に
本
体
が
収
納
さ
れ
て
し
ま

う
の
で
か
な
り
静
か
で
し
た
。
壁
掛

け
タ
イ
プ
の
エ
ア
コ
ン
よ
り
静
か

で
、
冷
房
の
効
き
が
よ
く
ご
住
職
も

大
変
満
足
そ
う
で
し
た
。
本
堂
に
も

エ
ア
コ
ン
が
欲
し
い
と
考
え
て
い

る
、
ご
寺
院
は
是
非
一
度
検
討
し
て

み
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？
相
談
・

見
積
も
り
は
無
料
で
す
の
で
お
気

軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

秋
祭
り
に
向
け
て 

本
堂
に
床
下
エ
ア
コ
ン 

吹き出し口も木製です。  

室外機取付の様子  



「
納 

骨 

堂
」 

 
 

 
 

日
本
テ
ン
プ
ル
ヴ
ァ
ン
㈱
井
上
拓
郎 

「
納
骨
堂
に
課
税
判
決
」 

七
月
に
入
り
ま
す
と
、
お
盆
や
お
施
餓
鬼
の
準

備
で
、
お
忙
し
い
時
期
か
と
思
い
ま
す
が
、
い
か

が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
？
関
東
で
は
、
六
月
の

下
旬
ご
ろ
か
ら
、
七
月
の
お
盆
の
準
備
等
で
「
塔

婆
を
書
か
な
け
れ
ば
…
」
と
、
忙
し
そ
う
に
さ
れ

て
い
る
方
を
良
く
見
か
け
ま
す
。
七
月
に
入
っ
て

し
ま
う
と
、
組
寺
の
施
餓
鬼
法
要
の
お
手
伝
い
な

ど
で
、
バ
タ
バ
タ
と
さ
れ
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
？ 

さ
て
前
号
（
五
月
号
の
心
ゆ
た
か
に
）
の
「
納

骨
堂
も
課
税
？
」
の
中
で
、
都
内
の
納
骨
堂
に
固

定
資
産
税
の
課
税
処
分
が
な
さ
れ
た
事
例
を
取
り

上
げ
ま
し
た
が
、
五
月
二
四
日
の
東
京
地
裁
の
課

税
処
分
に
対
す
る
判
決
に
対
し
ま
し
て
、
控
訴
期

間
内
（
二
週
間
）
に
、
寺
院
側
が
控
訴
し
な
か
っ

た
為
、
一
審
判
決
が
確
定
致
し
ま
し
た
。
こ
の
判

決
に
よ
り
、
寺
院
側
は
約
４
０
０
万
円
も
の
固
定

資
産
税
等
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ

の
判
決
が
他
の
納
骨
堂
を
運
営
し
て
い
る
ご
寺
院

に
、
今
後
少
な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
す
事
は
、
容

易
に
想
像
で
き
ま
す
。 

で
は
な
ぜ
、
「
固
定
資
産
税
を
納
付
す
る
事
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
か
」
に
つ
い
て
触
れ
た
い
と
思

い
ま
す
。
前
号
で
も
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
固
定

資
産
税
を
免
除
さ
れ
る
要
件
の
一
つ
に
、
地
方
税

法
三
四
八
条
二
項
三
号
で
非
課
税
と
規
定
さ
れ
る

「
宗
教
法
人
が
専
ら
そ
の
本
来
の
用
に
供
す
る
施

設
で
あ
る
事
」
が
前
提
と
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
は
、

そ
の
寺
院
の
宗
派
の
教
義
に
基
づ
き
活
動
が
行
な

わ
れ
て
い
る
施
設
か
ど
う
か
？
を
判
断
し
た
結
果
、

宗
派
を
問
わ
ず
受
け
入
れ
て
い
る
納
骨
堂
は
、
専

ら
宗
教
団
体
と
し
て
の
主
た
る
目
的
か
ら
逸
脱
し

て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
可
能
性
が
大
い
に
あ
り
ま

す
。
今
回
の
課
税
処
分
を
受
け
た
都
内
の
納
骨
堂

も
、
相
当
数
宗
派
問
わ
ず
の
形
で
納
骨
を
し
て
い

た
様
で
す
か
ら
、
同
宗
派
の
檀
信
徒
と
他
の
宗
派

の
比
率
を
鑑
み
て
判
断
を
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

課
税
さ
れ
な
い
要
件
と
し
て
「
納
骨
す
る
す
べ
て

が
同
宗
派
の
檀
信
徒
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
ど
の
程
度
の
比
率
で
有

れ
ば
非
課
税
な
の
か
？
を
当
局
が
公
表
す
る
事
は

ま
ず
な
い
で
し
ょ
う
。
今
後
の
課
税
の
状
況
に
よ

っ
て
、
具
体
的
に
課
税
さ
れ
る
要
件
が
明
ら
か
に

な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
埋
葬
や
納
骨

と
い
っ
た
、
宗
教
法
人
に
許
さ
れ
た
宗
教
活
動
に

対
し
て
、
課
税
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
と
思
い
ま
す
。
も
っ
と
も
埋
葬
さ
れ
る
墓
地
に

関
し
て
は
、
地
方
税
法

3
4
8

条
二
項
四
号
で
非
課

税
と
規
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
一
般
的
な
寺

院
境
内
墓
地
に
お
い
て
は
、
固
定
資
産
税
が
課
税

さ
れ
る
こ
と
は
無
い
と
思
わ
れ
ま
す
。 

た
だ
最
近
で
は
、
境
内
で
檀
家
墓
地
と
は
区
画
を

別
け
て
、
宗
派
問
わ
ず
墓
地
を
分
譲
す
る
運
営
方

法
の
ご
寺
院
も
あ
る
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
一
概

に
非
課
税
と
は
言
え
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

「
納
骨
と
信
教
の
自
由
」 

ペ
ッ
ト
の
納
骨
堂
に
課
税
判
決
（
固
定
資
産
税
等
）

が
下
り
た
事
例
は
過
去
に
あ
り
ま
し
た
が
、
人
の

遺
骨
を
納
骨
す
る
納
骨
堂
に
固
定
資
産
税
を
課
税

さ
れ
る
と
い
っ
た
事
例
は
、
恐
ら
く
私
が
記
憶
す

る
限
り
は
無
か
っ
た
事
だ
と
思
い
ま
す
。
今
回
、

課
税
さ
れ
た
要
因
と
し
て
、
宗
派
問
わ
ず
受
け
入

れ
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
も
そ

も
墓
地
に
お
い
て
は
、
異
教
徒
（
他
宗
派
）
の
埋

葬
を
そ
の
事
実
（
他
宗
を
信
仰
し
て
い
る
）
だ
け

で
断
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
憲
法
二
〇

条
で
「
信
教
の
自
由
」
が
保
障
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
す
。
今
回
の
宗
派
問
わ
ず
の
納
骨
堂
が
課
税
さ

れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
局
の
課
税
判
断
は
、
宗
教

法
人
の
公
益
性
、
及
び
信
教
の
自
由
の
観
点
か
ら
、

矛
盾
が
生
じ
て
い
る
よ
う
な
気
が
致
し
ま
す
。 

ち
な
み
に
、
異
教
徒
の
埋
葬
を
他
宗
派
だ
か
ら

と
い
う
理
由
だ
け
で
断
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
が
、

寺
院
側
は
境
内
墓
地
に
お
い
て
、
そ
の
寺
院
（
宗

派
）
の
典
礼
に
則
っ
て
埋
葬
す
る
権
利
（
典
礼
権
）

を
主
張
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。 

 



 

ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
野
菜
と
い
う
言
葉
を
聞

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

野
菜
と
は
二
種
類
の
野
菜
を
掛
け
合
わ
せ
て

新
た
に
作
り
出
さ
れ
た
野
菜
で
、
生
産
性
、
栄

養
価
、
病
気
や
害
虫
に
強
い
な
ど
の
長
所
を

持
っ
て
い
ま
す
。
一
般
的
に
接
ぎ
木
と
い
う

方
法
で
栽
培
さ
れ
て
い
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
で

実
際
に
販
売
し
て
い
る
苗
Ｔ
ｏ
ｍ
Ｔ
ａ
ｔ
ｏ

は
フ
ル
ー
ツ
ト
マ
ト
と
じ
ゃ
が
い
も
を
接
ぎ

木
し
た
も
の
で
、
一
本
の
苗
で
糖
度
の
高
い

ト
マ
ト
と
大
ぶ
り
な
じ
ゃ
が
い
も
が
で
き
る

そ
う
で
す
。 

こ
の
よ
う
に
一
つ
の
苗
か
ら
二
つ
の
野
菜

が
で
き
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
今
回
は
交

配
に
よ
っ
て
栄
養
価
や
味
の
面
で
も
優
れ
た

品
種
に
な
っ
た
も
の
を
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
野
菜

の
ひ
と
つ
と
し
て
紹
介
し
ま
す
。 

す
で
に
ス
ー
パ
ー
な
ど
で
見
か
け
て
知
っ

て
い
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
ス
テ
ィ

ッ
ク
・
セ
ニ
ョ
ー
ル
は
ブ
ロ
ッ
コ
リ
ー
と
中

国
野
菜
の
芥
藍
（
カ
イ
ラ
ン
）
を
掛
け
合
わ
せ

た
も
の
で
、
茎
ま
で
柔
ら
か
く
食
べ
ら
れ
る

野
菜
で
す
。
実
は
も
と
も
と
日
本
で
開
発
さ

れ
た
品
種
で
し
た
が
、
国
内
市
場
で
は
人
気

が
な
く
、
輸
出
し
た
ア
メ
リ
カ
で
人
気
が
で

た
の
で
日
本
に
逆
輸
入
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

ビ
タ
ミ
ン
が
豊
富
で
栄
養
価
が
高
い
上
に
、

サ
ラ
ダ
・
ス
ー
プ
・
炒
め
物
な
ど
の
調
理
の
用

途
が
広
く
お
い
し
く
食
べ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
通
年
出
回
っ
て
い
ま
す
が
、
出
盛
り
は
秋

か
ら
初
冬
あ
た
り
に
な
り
ま
す
。 

そ
し
て
プ
チ
ヴ
ェ
ー
ル
も
よ
く
見
か
け
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
ア
ブ
ラ
ナ

科
の
野
菜
で
静
岡
県
の
（
株
）
増
田
採
取
場
が

ケ
ー
ル
と
キ
ャ
ベ
ツ
の
交
配
に
よ
っ
て
開
発

し
た
世
界
初
の
非
結
球
芽
キ
ャ
ベ
ツ
で
す
。

プ
チ
ヴ
ェ
ー
ル
と
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
小
さ
な

緑
と
い
う
意
味
で
、
糖
度
が
一
一
～
一
三
度

に
も
な
り
、
食
べ
た
時
に
甘
味
を
感
じ
ま
す

が
、
そ
の
糖
度
は
一
般
的
な
み
か
ん
と
苺
と

同
じ
位
の
数
値
で
す
。
甘
み
が
あ
る
の
で
野

菜
嫌
い
の
方
や
子
供
に
も
お
い
し
く
食
べ
て

も
ら
え
そ
う
で
す
。
ま
たβ

カ
ロ
テ
ン
を
非

常
に
多
く
含
ん
で
お
り
か
ぼ
ち
ゃ
の
約
三
倍

以
上
で
、
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
は
野
菜
や
果
物
の
中

で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
で
す
。
ケ
ー
ル
の
倍
以

上
の
ビ
タ
ミ
ン
Ｃ
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
カ
リ
ウ
ム
を
は
じ
め
ミ
ネ
ラ
ル
も
豊
富

で
カ
ル
シ
ウ
ム
や
鉄
分
も
ふ
ん
だ
ん
含
ま
れ

て
い
ま
す
。
調
理
方
法
は
サ
ラ
ダ
・
白
和
え
・

胡
麻
和
え
や
パ
ス
タ
な
ど
の
炒
め
物
に
も
幅

広
く
使
う
こ
と
が
で
き
と
て
も
使
い
や
す
い

野
菜
の
よ
う
で
す
。 

他
に
も
白
菜
と
キ
ャ
ベ
ツ
を
か
け
た
ハ
ク

ラ
ン
・
チ
ン
ゲ
ン
菜
と
小
松
菜
を
か
け
た
べ

ん
り
菜
・
キ
ャ
ベ
ツ
と
小
松
菜
を
か
け
た
セ

ン
ポ
ウ
菜
な
ど
と
い
う
も
が
あ
り
ま
す
。 

実
を
い
う
と
私
は
ス
テ
ィ
ッ
ク
セ
ニ
ョ
ー

ル
と
プ
チ
ヴ
ェ
ー
ル
を
お
店
で
見
て
ど
ん
な

野
菜
な
の
か
な
？
ど
ん
な
料
理
に
使
っ
た
ら

い
い
の
？
と
思
い
、
一
度
も
買
っ
た
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
度
是
非
買
っ
て

み
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

知って得する  ハイブリッド野菜 
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