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柿
本
：
今
回
は
法
真
寺
の
寺
報
の
企
画
に
か
え
で
葬
祭
の
井
上
さ
ん
が
協
力
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
住
職
と
井
上

さ
ん
は
同
級
生
と
い
う
事
を
伺
い
ま
し
た
が
い
つ
頃
知
り
合
わ
れ
た
の
で
す
か
？

住
職
：
小
学
校
の
同
級
生
な
の
で
す
が
、
小
学
校
の
時
は
一
言
も
喋
っ
た
こ
と
が
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

く
ら
い
希
薄
な
関
係
で
し
た
。
去
年
共
通
の
友
人
が
、
僕
が
僧
侶
で
井
上
が
葬
儀
屋
、
住
ん
で
い
る
と
こ
ろ

も
私
が
赤
羽
で
井
上
が
王
子
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
気
を
使
っ
て
引
き
合
わ
せ
て
く
れ
た
ん
で
す
。
会
っ

て
み
る
と
井
上
は
葬
儀
社
を
営
み
な
が
ら
、
プ
ロ
ゴ
ル
フ
ァ
ー
ラ
イ
セ
ン
ス
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
異
色
の

経
歴
の
持
ち
主
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

柿
本
：
珍
し
い
経
歴
で
す
ね
。
井
上
さ
ん
は
ど
う
い
う
経
緯
で
葬
儀
会
社
に
勤
め
れ
た
の
で
す
か
？

井
上
：
愛
犬
が
亡
く
な
り
、
父
が
亡
く
な
り
、
命
と
い
う
も
の
を
身
近
に
感
じ
る

機
会
に
触
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
通
夜
葬
儀
と
い
う
空
間
の
重
み
や
大
切
さ
を

実
感
し
ま
し
た
。
昔
か
ら
母
が
葬
儀
の
司
会
の
仕
事
を
し
て
い
た
こ
と
も
あ

り
、
自
分
も
こ
の
世
界
で
仕
事
を
し
て
み
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

柿
本
：
な
ぜ
「
か
え
で
葬
祭
」
と
い
う
名
前
に
し
た
の
で
す
か
？

井
上
：
「
か
え
で
」
に
は
大
切
な
思
い
出
と
い
う
花
言
が
あ
り
ま
す
。
思
い
出
に

し
っ
か
寄
り
添
う
こ
と
が
出
来
る
葬
儀
社
で
あ
り
た
い
と
思
い
、
こ
の
名
前

に
し
ま
し
た
。

柿
本
：
井
上
さ
ん
の
人
柄
が
出
て
い
ま
す
ね
。
こ
こ
か
ら
は
葬
儀
に
つ
い
て
お
話

を
お
聞
き
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
達
僧
侶
が
斎
場
に
出
向
い
た
時
に
は
、
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御
宝
前
の
準
備
が
既
に
整
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
宗
派
に
よ
っ
て
変
わ
る

ん
で
す
か
？

井
上
：
変
わ
る
部
分
と
変
わ
ら
な
い
部
分
が
あ
り
ま
す
。
日
蓮
宗
の
特
徴
と
し
て

は
木
魚
で
は
な
く
、
木
鉦
を
使
う
と
い
う
こ
と
で
す
か
ね
。
あ
と
は
各
宗
派

に
よ
っ
て
お
線
香
の
本
数
や
長
さ
の
違
い
も
あ
り
、
菊
の
葉
を
用
意
し
た
り

灑
水
な
ど
を
用
い
る
ご
宗
派
も
あ
り
ま
す
。
神
式
に
お
い
て
は
焼
香
は
し
ま

せ
ん
し
、
お
供
物
に
鯛
を
用
意
し
ま
す
。
又
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
十

字
架
、
燭
台
な
ど
の
装
飾
の
違
い
は
仏
式
と
大
き
く
異
な
り
ま
す
の
で
ひ
と

現
場
ご
と
に
注
意
し
て
確
認
を
す
る
よ
う
に
心
が
け
て
お
り
ま
す
が
、
第
一

は
や
は
り
お
寺
様
、
神
職
様
に
ご
指
示
を
仰
が
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

同
じ
ご
宗
派
で
あ
っ
て
も
全
て
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
少
な
く
な
い

で
す
か
ら
。

住
職
：
日
蓮
宗
で
は
宗
定
法
要
式
（
葬
儀
や
法
要
な
ど
の
決
ま
り
事
が
記
載
さ
れ

て
い
る
本
）
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
法
要
に
よ
っ
て
必
ず
準
備
す
る
も
の
が

決
め
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
。

かえで葬祭

井上項音士さん（３４）
住職の筑波大学附属小学校での
同級生。小さな葬儀会社かえで
葬祭を母と営む。真摯に、真心
を込めて、安心できる葬儀社
として遺族に寄り添う葬儀を
行いたい。
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用
意
さ
れ
る
仏
具
に
は
必
ず
意
味
が
あ
る
。
三
つ
の
必
須
ア
イ
テ
ム

「
火
・
香
・
花
」

住
職
：
例
え
ば
三
具
足
、
五
具
足
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
三
具
足
の
場
合
は
、
本
尊
に
向
か
っ
て
中
央
に
香
炉
、

右
側
に
燭
台
を
一
つ
、
左
側
に
花
立
を
一
つ
置
き
ま
す
。
五
具
足
の
場
合
は
三
具
足
に
燭
台
と
花
立
を
各
一

つ
ず
つ
足
し
た
物
に
な
っ
て
い
ま
す
。
葬
儀
の
場
合
は
花
祭
壇
が
花
立
の
代
わ
り
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

柿
本
：
私
も
準
備
の
仕
方
は
わ
か
る
の
で
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
つ
意
味
っ
て
よ
く
知
ら
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

井
上
：
当
た
り
前
の
よ
う
に
準
備
す
る
も
の
で
す
け
ど
、
な
か
な
か
疑
問
を
も
っ
た
事
が
な
か
っ
た
で
す
ね
。

住
職
：
ま
ず
、
蝋
燭
を
ご
供
養
に
使
う
理
由
と
し
て
は
、
不
浄
な
も
の
や
穢
れ
を
祓
い
、

浄
め
る
効
果
が
あ
る
こ
と
か
ら
き
て
い
ま
す
。
ま
た
蝋
燭
の
灯
は
あ
の
世
と
こ
の

世
の
架
け
橋
と
な
り
ま
す
。
ご
先
祖
様
が
道
に
迷
う
こ
と
な
い
よ
う
に
私
た
ち
と

ご
先
祖
様
を
繋
ぐ
役
割
が
あ
る
ん
で
す
よ
。

井
上
：
蝋
燭
の
火
は
道
し
る
べ
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
で
は
、
線
香
や
焼
香
に

も
同
様
に
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
か
？

住
職
：
そ
う
で
す
ね
。
お
線
香
や
お
焼
香
は
、
香
り
を
供
養
す
る
た
め
に
行
い
ま
す
。

そ
し
て
、
香
り
を
備
え
る
供
養
に
は
三
種
類
あ
り
ま
す
。

・
塗
香
（
ず
こ
う
）…

香
を
塗
り
身
体
を
浄
め
る
。

・
焼
香
（
し
ょ
う
こ
う
）…

香
を
焚
い
て
供
養
す
る
。

・
華
香
（
け
こ
う
）…
生
花
を
ま
い
て
供
養
す
る
。

日
本
へ
は
奈
良
時
代
に
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
、
最
初
は

抹
香
（
ま
っ
こ
う
。
粉
末
状
の
も
の
。
一
般
的
に
お
葬
式

で
使
わ
れ
る
も
の
）
や
練
香
ね
り
こ
う
（
合
香
あ
わ
せ

こ
う
）
の
よ
う
な
も
の
で
、
体
の
臭
い
消
し
と
し
て
一
般

化
し
て
い
っ
た
ん
で
す
よ
。

柿
本
：
塗
香
は
私
も
信
行
道
場
（
日
蓮
宗
の
お
坊
さ
ん
に
な
る

た
め
の
修
業
機
関
。
三
十
五
日
山
に
籠
る
。
）
で
写
経
を

す
る
時
に
使
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。
独
特
な
香
り
な
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な
の
で
日
常
で
は
ほ
と
ん
ど
使
う
機
会
は
な
い
で
す
が
。

住
職
：
そ
う
で
す
ね
。
お
寺
に
い
て
も
中
々
使
う
機
会
は
な
い
で
す
ね
。
塗
香
が
好
き
な
お

坊
さ
ん
は
色
ん
な
香
り
の
も
の
を
集
め
て
い
る
人
も
い
ま
す
ね
。
あ
ま
り
お
寺
で
も
見

な
い
も
の
と
言
え
ば
、
斎
場
に
行
っ
た
時
、
通
夜
で
グ
ル
グ
ル
巻
か
れ
た
線
香
が
準
備

さ
れ
て
い
る
事
が
あ
り
ま
す
。
あ
れ
は
何
の
為
な
ん
で
し
ょ
う
？

井
上
：
そ
れ
は
巻
線
香
の
事
で
す
ね
。
巻
線
香
は
お
通
夜
の
夜
の
寝
ず
の
番
を
す
る
際
に
用

い
ま
す
ね
。
寝
ず
の
番
は
、
故
人
の
唯
一
の
食
べ
物
と
言
わ
れ
る
線
香
の
煙
を
絶
や
さ

な
い
こ
と
で
、
故
人
が
お
腹
を
空
か
せ
て
辛
い
思
い
を
し
な
い
た
め
に
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
蝋
燭
の
灯
り
と
線
香
の
香
り
を
道
標
に
、
故
人
が
迷
わ
ず
あ
の
世
に
た
ど
り
着
け

る
よ
う
手
助
け
す
る
た
め
と
も
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
昔
は
ご
遺
族
や
縁
の
深
か
っ
た

友
人
な
ど
が
夜
通
し
で
故
人
の
側
に
い
て

線
香
の
煙
を
絶
や
さ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

お
身
体
の
負
担
を
考
慮
す
る
た
め
に
も
、

燃
焼
時
間
の
長
い
蝋
燭
や
長
持
ち
す
る
渦

巻
き
型
の
線
香
を
利
用
し
て
煙
を
少
し
で

も
長
い
時
間
絶
や
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
に
開
発
さ
れ
た
も
の
で
す
。

住
職
：
そ
う
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
確
か
に
普
通

の
蝋
燭
や
線
香
だ
と
す
ぐ
に
燃
え
尽
き
て

し
ま
っ
て
何
度
も
付
け
直
す
の
は
大
変
で

す
か
ら
ね
。

柿
本
：
次
に
お
花
に
つ
い
て
で
す
が
、
供
え
る

お
花
は
ど
う
し
て
仏
様
の
方
で
な
く
、
自

分
達
の
方
を
向
い
て
い
る
ん
で
す
か
ね
。
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花
が
こ
ち
ら
側
を
向
い
て
い
る
の
は
天
皇
に
よ
っ
て
大
昔
に
決
め
ら
れ
た
ル
ー
ル
。

住
職
：
実
は
そ
の
理
由
も
宗
定
法
要
式
に
か
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
平
安
時
代
に
、

宇
多
天
皇
が
「
向
下
相
を
用
ゆ
べ
し
」
と
仰
っ
て
以
来
、
私
達
の
方
に
花
の
表
面
を

向
け
、
お
供
え
す
る
事
が
習
慣
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
ね
。

花
の
供
え
方
に
は

・
「
向
上
相
」
（
こ
う
じ
ょ
う
そ
う
）
・
・
・
花
の
表
面
を
仏
様
の
方
に
向
け
る
。

・
「
向
中
相
」
（
こ
う
ち
ゅ
う
そ
う
）
・
・
・
花
の
表
面
を
八
方
に
向
け
る
。

・
「
向
下
相
」
（
こ
う
げ
そ
う
）
・
・
・
花
の
表
面
を
私
達
の
方
に
向
け
る
。

と
い
う
三
種
類
の
供
え
方
が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
、
日
蓮
宗
学
を
大
成
し
た
代
表

的
な
僧
侶
、
優
陀
那
日
輝
（
う
だ
な
に
ち
き
）
上
人
は
ご
自
身
の
著
『
充
洽
園
禮
誦

儀
記
（
じ
ゅ
う
ご
え
ん
ら
い
じ
ゅ
ぎ
き
）
』
に
て
、
「
供
花
」
に
つ
い
て
、
次
の
様

に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
花
は
心
気
を
和
雅
な
ら
し
む
。
慧
心
を
資
（
た
す
）
く
べ

し
。
」
花
の
供
養
に
は
、
仏
様
を
美
し
く
立
派
に
飾
る
と
い
う
意
味
と
共
に
私
達
、

花
の
供
養
を
す
る
側
の
心
を
整
え
、
清
め
る
功
徳
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

柿
本
：
私
達
、
供
養
を
す
る
側
に
も
功
徳
を
頂
け
る
の
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

仏
式
と
は
い
え
、
日
本
の
葬
儀
で
は
仏
教
の
教
え
だ
け
で
な
く
、
風
習
や
習
慣
が

取
り
込
ま
れ
て
い
る
部
分
も
多
い
。

住
職
：
次
に
、
葬
儀
で
準
備
さ
れ
る
供
物
に
つ
い
て
井
上
さ
ん
に
質
問
し
た
い
ん
で
す
が
、
御
霊

供
膳
に
置
い
て
あ
る
仏
飯
に
箸
が
刺
さ
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。
あ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る

ん
で
す
か
。

井
上
：
一
膳
飯
（
い
ち
ぜ
ん
め
し
）
の
事
で
す
ね
。
そ
の
理
由
は
、
突
き
立
て
た
箸
に
「
あ
の
世

と
こ
の
世
の
ハ
シ
ワ
タ
シ
（
橋
渡
し
）
」
と
い
う
意
味
を
込
め
て
い
る
か
ら
で
す
。
立
て

た
箸
を
通
し
て
、
故
人
が
あ
の
世
へ
旅
立
つ
手
助
け
を
す
る
意
味
が
あ
り
ま
す
。

柿
本
：
箸
と
橋
が
か
け
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
昔
の
人
の
発
想
っ
て
面
白
い
で
す
ね
。
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井
上
：
場
合
に
よ
っ
て
は
一
膳
飯
を
盛
っ
て
も
箸
を
立
て
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
宗
派
や
地
域
の
風
習
に

な
ら
っ
た
方
が
い
い
と
思
い
ま
す
ね
。

柿
本
：
そ
う
で
す
ね
。
私
の
地
元
の
長
崎
で
は
出
棺
の
時
に
故
人
が
使
っ
て
い
た
お
茶
碗
を
割
る
習
慣
が
あ
り

ま
す
。

あ
ま
り
よ
く
な
い
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
が
、
茶
碗
割
り
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
故

人
の
魂
を
あ
の
世
へ
と
送
り
出
す
意
味
合
い
が
あ
り
ま
す
。
故
人
が
生
前
愛
用
し
て
い
た
食
器
を
割
る
こ
と

で
食
事
を
で
き
な
い
状
態
に
し
、
故
人
の
現
世
へ
の
未
練
を
断
っ
て
あ
げ
る
と
い
う
考
え
で
す
。
ま
た
、
故

人
の
死
出
の
旅
路
に
愛
用
の
品
を
一
緒
に
持
た
せ
て
あ
げ
た
い
と
い
う
故
人
を
思
い
や
る
気
持
ち
も
あ
っ
た

み
た
い
で
す
ね
。
さ
ら
に
、
茶
碗

割
り
に
は
遺
族
が
気
持
ち
を
整
理

す
る
と
い
う
意
味
合
い
も
あ
り
ま

す
。
遺
品
を
割
る
こ
と
で
、
悲
し

み
に
一
段
落
を
つ
け
る
と
い
う
訳

で
す
。
土
葬
が
主
流
だ
っ
た
時
代
、

故
人
の
持
ち
物
を
壊
す
こ
と
で
、

別
れ
を
意
識
づ
け
る
意
味
合
い
も

あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

住
職
：
地
域
に
よ
っ
て
本
当
に
違
い
は

大
き
い
で
す
ね
。
遠
い
地
域
の
葬

儀
に
参
列
す
る
と
び
っ
く
り
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
。

井
上
：
勉
強
に
な
り
ま
す
ね
！

お
坊
さ
ん
で
も
な
か
な
か
知
ら
な
い
、
地
域
の
ロ
ー
カ
ル
ル
ー
ル
。

長崎平戸出身の柿本上人



柿
本
：
今
回
の
対
談
を
通
し
て
、
蝋
燭
や
線
香
、
お
花

等
ど
れ
を
と
っ
て
も
一
つ
一
つ
に
歴
史
や
意
味
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
全
て

が
故
人
や
遺
族
の
た
め
を
思
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
先
人
達
の
込
め
ら
れ
た
思
い
や
し
き

た
り
を
今
の
私
達
が
受
け
継
ぐ
こ
と
で
今
後
よ
り
一

層
、
御
供
養
へ
の
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
る
と
感
じ
ま

し
た
。

井
上
：
今
回
こ
の
よ
う
な
場
も
た
せ
て
下
さ
っ
た
矢
澤

住
職
、
柿
本
上
人
に
は
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

今
後
、
か
え
で
葬
祭
を
ご
指
名
の
節
は
迅
速
か
つ
、

明
瞭
な
ご
対
応
を
取
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ど
ん

な
こ
と
に
も
で
き
る
か
ぎ
り
ご
対
応
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
一
報
下
さ
れ
ば
幸
い
に
存
じ

ま

す
。

住
職
：
こ
う
し
て
小
学
校
の
頃
の
友
人
と
葬
儀
に
つ
い

て
話
を
す
る
日
が
来
る
と
は
思
っ
て
も
い
ま
せ
ん
で

し
た
。
縁
と
は
不
思
議
な
も
の
だ
と
感
じ
ま
す
。
現

在
葬
儀
の
流
れ
は
、
病
院
な
ど
で
紹
介
さ
れ
た
面
識

の
な
い
葬
儀
社
が
執
り
行
う
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い

ま
す
が
、
今
後
、
か
え
で
葬
祭
が
ご
縁
を
広
げ
て
法

真
寺
の
檀
信
徒
か
ら
信
頼
を
獲
得
し
、
心
強
い
パ
ー

ト
ナ
ー
と
な
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

８

対
談
を
通
し
て



第４回

石
清
水
八
幡
宮

◇
御
祭
神

八
幡
大
菩
薩

（
は
ち
ま
ん
だ
い
ぼ
さ
つ
）

９

石
清
水
八
幡
宮
は
、
京
都
府
八
幡
市
八
幡
高
坊
の
男
山
の
山
頂
に
あ
り

ま
す
。

石
清
水
八
幡
宮
の
御
祭
神
は
、
誉
田
別
尊
（
ほ
ん
だ
わ
け
の
み
こ
と
）

＝
応
神
天
皇
（
お
う
じ
ん
て
ん
の
う
）
・
比
売
大
神
（
ひ
め
の
お
お
か

み
）
・
息
長
帶
姫
尊
（
お
き
な
が
た
ら
し
ひ
め
の
み
こ
と
）
＝
神
功
皇
后

（
じ
ん
ぐ
う
こ
う
ご
う
）
の
三
柱
で
す
。
こ
の
三
柱
を
総
称
し
て
八
幡
大

菩
薩
と
い
い
ま
す
。

八
幡
大
菩
薩
は
男
山
に
御
鎮
座
さ
れ
、
都
の
守
護
神
、
国
家
安
泰
の
神
と

し
て
朝
廷
は
も
と
よ
り
広
く
国
民
に
篤
い
崇
敬
を
受
け
て
ま
い
り
ま
し
た
。

特
に
清
和
天
皇
の
嫡
流
（
ち
ゃ
く
り
ゅ
う
）
で
あ
る
源
氏
一
門
は
八
幡
大

神
様
を
氏
神
と
し
て
尊
崇
し
、
そ
の
信
奉
の
念
は
格
別
で
全
国
各
地
に
八

幡
大
菩
薩
を
勧
請
し
ま
し
た
。
源
義
家
（
よ
し
い
え
）
は
石
清
水
八
幡
宮

で※

元
服
し
自
ら
を
「
八
幡
太
郎
義
家
」
と
名
乗
っ
た
こ
と
は
有
名
で
す
。

以
来
、
国
家
鎮
護
、
厄
除
開
運
、
必
勝
・
弓
矢
の
神
と
し
て
時
代
を
超
え

て
人
々
の
篤
い
信
仰
を
受
け
て
き
ま
し
た
。※

元
服…

奈
良
時
代
以
降
の

日
本
で
成
人
を
示
す
も
の
と
し
て
行
わ
れ
た
儀
式



上
賀
茂
神
社

下
鴨
神
社

◇
御
祭
神

加
茂
大
明
神

（
か
も
だ
い
み
ょ
う
じ
ん
）

加
茂
大
明
神
は
、
神
山
（
こ
う
や
ま
）
を
御
神
体
と
し
て
上

賀
茂
神
社
（
か
み
が
も
じ
ん
じ
ゃ
）
・
下
鴨
神
社
（
し
も
が

も
じ
ん
じ
ゃ
）
の
主
祭
神
で
あ
る
別
雷
命
（
わ
け
み
か
ず
ち

の
み
こ
と
）
・
建
角
身
命
（
た
け
つ
ぬ
の
み
の
み
こ
と
）
・

建
玉
依
姫
命
（
た
け
た
ま
よ
り
ひ
め
の
み
こ
と
）
が
合
体
し

て
、
加
茂
大
明
神
と
総
称
さ
れ
た
神
様
で
あ
り
ま
す
。

◇
御
祭
神

大
山
昨
神

（
お
お
や
ま
い
く
の
か
み
）

市
寸
島
姫
命

（
い
ち
き
し
ま
ひ
め
の
み
こ
と
）

松
尾
大
社

天
地
自
然
を
司
る
大
神
様
と
し
て
信

仰
さ
れ
て
お
り
、
京
都
の
鬼
門
（
北

東
）
を
守
る
神
様
と
し
て
も
仰
が
れ

て
い
ま
す
。

上
賀
茂
神
社
の
主
祭
神
の
加
茂
別
雷

大
神
（
か
も
わ
け
い
か
ず
ち
の
お
お

か
み
）
は
雷
の
御
神
威
に
よ
り
、
厄

を
祓
い
あ
ら
ゆ
る
災
難
を
除
く
、
厄

除
け
明
神
・
落
雷
除
・
電
気
産
業
の

守
護
神
で
す
。
ま
た
鬼
門
の
守
り
神

や
、
地
主
の
神
と
し
て
尊
崇
さ
れ
て

い
ま
す
。

下
鴨
神
社
に
は
東
殿
に
建
玉
依
姫

命
（
た
け
た
ま
よ
り
ひ
め
の
み
こ

と
）
、
西
殿
に
加
茂
建
角
身
命
（
か

も
の
た
け
つ
ぬ
の
み
の
み
こ
と
）
が

お
祀
り
さ
れ
て
い
ま
す
。

加
茂
建
角
身
命
は
、
神
武
天
皇
が

東
征
の
時
、
天
照
大
神
ら
の
命
を
受

け
て
天
降
り
、
熊
野
か
ら
大
和
へ
の

難
路
を
八
咫
烏
（
や
た
が
ら
す
）
と

化
し
て
天
皇
を
導
い
た
神
様
で
す
。

建
玉
依
姫
命
は
、
加
茂
建
角
身
命

の
姫
で
、
玉
依
姫
命
の
神
婚
に
よ
っ

て
生
ま
れ
た
の
が
上
賀
茂
神
社
の
祭

神
の
加
茂
別
雷
命
で
す
。

１０



大
原
野
神
社

◇
御
祭
神

大
原
大
明
神

（
お
お
は
ら
だ
い
み
ょ
う
じ
ん
）

１１

松
尾
大
社
は
京
都
市
西
京
区
嵐
山
宮
町
の
松
尾
山
の
麓
に
あ
り

ま
す
。
現
在
の
本
殿
は
室
町
時
代
初
期
の
応
永
四(

一
三
九
七)

年
に
建
造
さ
れ
た
も
の
で
す
。
本
殿
は
松
尾
造
り
と
称
さ
れ
て

い
て
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

松
尾
大
社
の
祭
神
は
、
大
山
咋
神
（
お
お
や
ま
い
く
の
か

み
）
と
市
寸
島
姫
命
（
い
ち
き
し
ま
ひ
め
の
み
こ
と
）
の
二
神

で
す
。

大
山
咋
神
は
山
の
上
に
鎮
座
し
て
山
お
よ
び
山
麓
一
帯
を
支

配
す
る
大
主
（
お
お
ぬ
し
）
の
神
で
あ
り
ま
す
。

市
寸
島
姫
命
は
、
福
岡
県
の
宗
像
大
社
（
む
な
か
た
た
い

し
ゃ
）
に
祀
ら
れ
て
い
る
三
女
神
の
一
神
で
、
安
芸
（
あ
き
）

の
国
の
厳
島
神
社
に
祀
ら
れ
て
い
る
厳
島
弁
財
天
（
い
つ
く
し

ま
べ
ん
ざ
い
て
ん
）
で
す
。
こ
の
姫
神
は
古
く
か
ら
海
上
安
全

の
霊
徳
が
あ
る
と
仰
が
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
二
神
を
松
尾
山

の
神
霊
と
合
体
さ
せ
て
松
尾
大
明
神
と
い
い
ま
す
。
御
神
徳
は

古
来
、
開
拓
・
治
水
・
土
木
建
築
・
商
業
・
文
化
・
寿
命
・
交

通
・
安
産
の
守
護
神
と
し
て
仰
が
れ
、
京
都
洛
西
の
総
氏
神
と

し
て
崇
敬
さ
れ
て
い
ま
す
。

大
原
野
神
社
は
、
京
都
市
西
京
区
大
原
野
南
春
日
町
に
あ
り
ま
す
。

大
原
大
明
神
は
藤
原
氏
の
氏
神
で
あ
る
春
日
大
社
の
四
つ
柱
の
大

神
と
、
京
の
西
山
と
い
わ
れ
る
大
原
山
に
古
く
か
ら
祀
ら
れ
て
い

た
山
神
と
合
体
し
た
大
神
様
で
す
。

第
一
殿
に
は
建
御
賀
豆
智
命
（
た
け
み
か
ず
ち
の
み
こ
と
）
、

第
二
殿
に
は
経
津
主
命
（
ふ
つ
ぬ
し
の
み
こ
と
）
、
第
三
殿
に
は

天
之
子
八
根
命
（
あ
め
の
こ
や
ね
の
み
こ
と
）
、
第
四
殿
に
は
比

咩
大
神
（
ひ
め
お
お
か
み
）
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。

建
御
賀
豆
智
命
は
、
天
孫
降
臨
に
先
立
っ
て
、
天
照
大
神
の
命

を
受
け
経
津
主
命
と
共
に
出
雲
に
趣
き
、
大
国
主
命
と
交
渉
し
、

そ
の
子
、
建
御
名
方
神
（
た
て
み
な
か
た

の
か
み
）
を
屈
服
さ
せ
て
国
護
り
の
大
業

を
成
し
遂
げ
た
神
様
で
す
。
で
す
か
ら
建

御
賀
豆
智
命
と
経
津
主
命
は
、
国
造
り
に

活
躍
し
た
神
々
で
、
日
本
の
国
を
守
っ
て

頂
く
重
要
な
役
目
を
お
持
ち
に
な
っ
て
お

ら
れ
ま
す
。
天
之
子
八
根
命
と
比
咩
大
神

は
東
大
阪
市
の
枚
岡
神
社
（
ひ
ら
お
か
じ

ん
じ
ゃ
）
か
ら
春
日
大
社
に
遷
座
さ
れ
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。



春
日
大
社

◇
御
祭
神

春
日
大
明
神

（
か
す
が
だ
い
み
ょ
う
じ
ん
）

１２

春
日
大
社
は
奈
良
市
春
日
野
の
三
笠
山
の
麓
、
つ
ま

り
奈
良
公
園
の
中
の
深
い
林
の
中
に
あ
り
ま
す
。
本

殿
は
文
久
三(

一
八
六
三)

年
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で

国
宝
に
な
っ
て
い
ま
す
。

鹿
島
に
祀
ら
れ
て
い

る
武
甕
槌
命
（
た
け

い
か
づ
ち
の
み
こ

と
）
は
、
神
鹿
の
背

に
乗
っ
て
奈
良
に
来

て
、
御
蓋
山
の
山
頂

浮
雲
（
う
き
ぐ
も
）
の
峯
（
み
ね
）
に
お

鎮
ま
り
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
こ
の
第

一
殿
は
今
の
御
蓋
山
の
麓
に
移
さ
れ
、
第

二
殿
に
香
取
神
御
蓋
山
の
麓
に
移
さ
れ
、

第
二
殿
に
香
取
神
・
経
津
主
命
（
ふ
つ
ぬ

し
の
み
こ
と
）
が
お
祀
り
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
両
命
（
み
こ
と
）
は
、
天
照
大
神

の
命
を
受
け
て
、
国
護
り
の
大
業
を
成
し

国
造
り
に
活
躍
し
た
神
々
で
、
日
本
の
国

を
守
る
重
要
な
役
目
を
持
っ
て
お
ら
れ
ま

す
。
藤
原
氏
は
こ
の
神
々
を
氏
神
と
し
て

お
祀
り
し
ま
し
た
。
更
に
第
三
殿
、
第
四

殿
に
は
、
天
照
大
神
が
天
の
岩
戸
に
お
籠

も
り
に
な
っ
た
時
、
そ
の
前
で
祭
事
を

行
っ
た
神
様
で
、
河
内
国
枚
岡
神
社
（
こ

う
ち
の
く
に
ひ
ら
お
か
じ
ん
じ
ゃ
）
に
祀

ら
れ
て
い
る
天
児
屋
根
命
（
あ
め
の
こ
や

ね
の
み
こ
と
）
と
比
売
神
（
ひ
め
が
み
）

が
勧
請
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
四
殿
の
四

神
と
御
蓋
山
の
三
神
と
合
体
し
て
、
春
日

大
明
神
と
い
い
ま
す
。


