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規
定
の
永
代
供
養
料
を
お
納
め
頂
き
ま
宵
。

　
２
　
墓
地
を
返
遷
し
、
「
永
代
供
養
」
に
切
り
替

　
　
え
る
こ
と
が
で
き
ま
霧
。

　
　
　
こ
の
場
合
は
墓
地
の
撤
去
費
用
を
ご
負
担

　
　
頂
き
、
永
代
供
養
料
を
お
納
め
頂
き
ま
富
’
。

　
　
永
代
供
養
料
に
は
管
理
料
を
含
’
‐
几
で
い
る
の

　
　
で
年
間
の
管
理
料
は
一
切
掛
か
り
ま
せ
瓦
。

　
Ｉ
の
「
永
代
供
養
」
は
、
ど
の
寺
院
で
も
後
継

　
　
者
が
い
な
い
場
合
に
一
般
的
に
実
施
さ
れ
て

　
　
い
ま
す
。

　
２
の
墓
地
を
返
還
し
「
永
代
供
養
」
に
切
り
替

　
　
え
る
場
合
、
本
堂
南
側
に
建
設
し
た
「
永
代

　
　
供
養
墓
」
（
睡
蓮
堂
）
（
上
の
写
真
）
に
移
し

　
　
て
供
養
が
行
わ
れ
ま
す
。
睡
蓮
堂
は
鉄
筋

　
　
八
称
御
影
石
で
建
設
さ
れ
た
建
物
の
中
に
遺

　
　
骨
専
用
の
ロ
ッ
カ
ー
を
備
え
た
供
養
塔
で
、

　
　
中
に
合
祀
墓
も
あ
り
ま
す
。

　
①
　
遺
骨
専
用
の
ロ
ッ
カ
ー
を
使
用
し
た
場
合

　
　
　
自
分
が
元
気
な
間
は
供
養
し
た
い
と
言
う

　
　
方
も
多
数
い
ら
っ
し
や
る
の
で
、
十
三
回
忌

　
　
・
二
十
五
回
忌
・
三
十
三
回
忌
ま
で
と
三
つ

　
　
の
供
養
料
を
設
定
致
し
ま
し
た
。

　
　
　
十
三
回
忌
・
二
十
五
回
忌
ま
で
の
「
永
代

　
　
供
養
」
を
申
し
込
ま
れ
、
更
に
、
二
十
五
回

　
　
忌
・
三
十
三
回
忌
ま
で
期
間
を
延
長
し
た
い

　
　
場
合
は
、
追
加
の
永
代
供
養
料
を
納
め
て
延

　
　
期
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。

　
　
　
但
し
、
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
は
不
可
。

※
そ
れ
ぞ
れ
Ξ
つ
の
申
込
時
の
供
養
が
終
わ
り
、

堂
を
使
用
し
た
「
永
代
供
養
」
を
お
考
え
の
方
は
、

管
理
寺
務
所
に
費
用
を
明
記
し
た
パ
ン
フ
し
ッ
ト

を
用
意
い
た
し
ま
し
た
の
で
お
申
し
出
下
さ
い
。
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七
月
十
七
日
（
火
）
十
一
時
よ
り

　
　
　
お
酪
組
勉
法
毒
を
搬
路
菰
む
ま
す
。

　
特
に
、
新
盆
に
あ
た
る
仏
様
が
い
ら
っ
し
や

る
場
合
は
、
合
同
の
法
要
を
行
い
ま
す
の
で
、

ご
出
席
下
さ
る
よ
う
ご
案
内
致
し
ま
す
。

　
尚
、
お
斎
（
お
弁
当
）
の
用
意
が
あ
り
ま

　
　
す
。
ま
た
、
墓
参
用
の
生
花
も
用
意
し
て

　
　
い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
　
Ｉ
１
総
揃
狗
の
轄
Ｍ
勤

　
当
山
で
は
宗
門
の
規
定
に
よ
り
、
沼
利
兵
衛
氏

・
青
木
正
幸
氏
・
矢
崎
棋
次
氏
の
三
人
に
総
代
を

お
願
い
し
、
沼
利
兵
衛
氏
を
責
任
役
員
と
し
て
届

け
出
て
い
ま
し
た
が
、
青
木
正
幸
氏
と
沼
利
兵
衛

氏
の
お
二
人
が
続
い
て
逝
去
さ
れ
、
総
代
が
欠
員

と
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
今
年
に
入
り
、
現
総
代
の
矢
崎
横
次
氏
及
び
寺

院
関
係
者
と
相
談
の
結
果
、
新
た
に
飯
田
恭
之
氏

に
総
代
・
責
任
役
員
、
沼
利
久
氏
に
総
代
と
し
て

就
任
頂
く
こ
と
と
な
り
、
宗
務
院
に
届
け
出
て
承

認
を
頂
き
ま
し
た
の
で
ご
報
告
致
し
ま
す
。

　
　
口
口
巷
垣
抑
主
人

血
頂
こ
Ｊ
一
胴
　
（
ご
一
十
）

『
『
我
日
本
の
眼
目
と
な
弓
む
』
　
　
（
開
口
抄
）

　
　
「
眼
目
」
と
は
、
真
実
を
見
通
す
智
慧
、
或

い
は
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の
有
様
を
見
通
す

仏
の
眼
の
こ
と
で
す
。
日
蓮
聖
人
は
こ
の
「
眼

目
」
を
用
い
て
、
社
会
・
国
家
の
進
む
べ
き
指

針
を
示
す
人
に
な
る
こ
と
を
誓
願
さ
れ
ま
し

た
。
私
達
も
前
を
向
き
、
社
会
を
見
通
言
’
「
眼

目
」
を
も
っ
て
現
実
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
。
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最
近
、
「
家
族
葬
」
を
希
望
す
る
人
が
多
い
。

当
山
も
「
家
族
葬
」
に
適
し
た
「
水
谷
庵
」
を

使
用
す
る
件
数
が
以
前
よ
り
も
増
え
て
い
る
。

葬
儀
は
、
家
族
が
中
心
と
な
る
故
人
と
の
最
後

の
お
別
れ
の
儀
式
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、

葬
儀
の
全
て
が
「
家
族
葬
」
な
の
で
す
が
、
な

ぜ
今
、
「
家
族
葬
」
を
強
調
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、

初
め
て
葬
儀
の
喪
主
を
務
め
る
人
の
中
に
は
。

　
「
葬
儀
は
大
変
お
金
が
掛
か
る
も
の
」
と
い
う

先
入
観
を
持
つ
人
も
多
く
、
「
低
コ
ス
ト
で
葬
儀

を
行
い
た
い
」
ま
た
は
、
「
料
金
に
対
す
る
不
安

値
を
持
つ
」
人
に
は
、
「
家
族
葬
」
と
い
う
言
葉

に
、
安
心
感
が
宿
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
葬
儀

社
に
聞
い
て
み
る
と
、
「
家
族
葬
」
で
も
「
一
般

葬
」
で
も
葬
儀
に
掛
か
る
負
担
額
は
あ
ま
り
変

わ
ら
な
い
と
言
い
ま
す
。
信
頼
で
き
る
葬
儀
社

に
見
積
も
り
を
出
し
て
も
ら
い
依
頼
す
る
の
が

良
い
よ
う
で
す
。
お
寺
に
も
ご
相
談
下
さ
い
。

　
Ｑ
　
橘
墓
苑
に
墓
地
が
あ
り
ま
宵
が
、
後
継
者

が
い
な
い
の
で
、
こ
の
ま
ま
「
永
代
使
用
」
を
続

け
る
か
「
永
代
供
養
」
に
切
り
替
え
る
か
迷
っ
て

い
ま
富
’
。
詳
し
く
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
Ａ
ま
ず
、
墓
地
の
「
永
代
使
用
」
と
「
永
代
供

養
」
の
大
き
な
違
い
は
、
墓
地
を
子
孫
に
引
き
継

い
で
永
代
で
使
用
し
て
い
く
の
が
「
永
代
使
用
」

で
、
一
代
限
り
で
期
限
を
限
定
し
て
供
養
す
る
の

が
「
永
代
供
養
」
で
す
。

　
通
常
「
墓
を
買
う
」
と
い
う
の
は
、
「
永
代
使

用
」
を
指
し
ま
す
。
「
買
う
」
と
言
っ
て
も
墓
石

を
建
て
る
区
画
の
「
使
用
権
」
を
得
る
と
い
う
こ

と
で
、
土
地
を
取
得
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
　
「
永
代
供
養
」
の
場
合
は
、
個
別
の
墓
を
持
た

ず
に
骨
壷
を
納
骨
堂
に
安
置
し
、
三
十
三
回
忌
な

ど
一
定
期
間
供
養
し
た
後
、
合
祀
墓
に
移
し
土
に

返
す
タ
イ
プ
と
、
最
初
か
ら
合
祀
墓
で
土
に
返
し

供
養
す
る
タ
イ
プ
が
あ
り
ま
す
。

S
i
‐

肖泌
工

吋
返

４
啓

　
　
新
た
に
墓
地
を
選
ば
れ
る
場
合
は
、
前
記
の

両
者
の
違
い
を
念
頭
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
と
良

い
と
思
い
ま
す
が
、
今
回
質
問
を
寄
せ
ら
れ
た
方

は
、
既
に
橘
墓
苑
に
お
墓
を
お
持
ち
の
方
で
す
の

で
、
前
記
の
基
本
的
考
え
方
を
踏
ま
え
て
、
当
山

の
場
合
に
つ
い
て
お
答
え
致
し
ま
す
。

１
　
墓
地
を
残
し
た
ま
ま
「
永
代
供
養
」
に
切

　
　
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
ま
宵
。

　
　
　
こ
の
場
合
は
年
間
管
理
科
を
納
め
て
頂
き
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一
倣
職
ひ
＆
・
ロ
ー
法
蔭
『
纂
』
－
’
十
蕗
）
調
停
委
員
を
終
了
し
た
私
に
、
友
人
が
送
別
会
を

三

一
　
　
　
　
　
　
、
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い
て
く
れ
た
。
そ
の
席
で
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
〃

」
で
あ
っ
た
友
人
が
現
在
、
市
民
講
座
で
漢
字
を
教
え
る
に
当
た
り
、
高
校
時
代
に
漢
文
の
授
業
で
意
味
も
分
か
ら
ず
繰
り
返
し
論
語
を
読
み
、
暗
記

」
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さ
せ
ら
れ
、
「
漢
文
の
授
業
が
い
や
で
し
ょ
う
が
な
か
っ
た
が
、
教
え
る
立
場
で
講
義
内
容
を
準
備
し
て
い
る
と
、
そ
の
時
覚
え
た
事
が
す
ら
す
ら
ロ

ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ

２

を
つ
い
て
出
て
く
る
ん
だ
よ
ね
。
」
と
話
し
、
論
語
の
『
子
貢
問
う
て
曰
く
、
一
言
に
し
て
終
身
こ
れ
を
行
う
べ
き
者
あ
り
や
、
子
曰
く
、
其
れ
恕
一

か
。
己
の
欲
せ
ざ
る
所
、
人
に
施
す
こ
と
な
か
れ
。
』
と
そ
ら
ん
じ
て
み
せ
た
。
私
も
唱
和
し
た
。
比
叡
山
の
根
本
中
堂
の
入
り
口
に
伝
教
大
師
最
澄
一

の
著
書
「
山
家
学
生
式
」
の
▽
又
「
一
隅
を
昭
ら
す
、
こ
れ
則
ち
国
宝
な
り
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
山
家
学
生
式
」
に
は
、
続
け
て
「
国
宝
と
は

Ｉ

何
物
ぞ
、
宝
と
は
道
心
な
り
、
道
心
あ
る
人
名
づ
け
て
国
宝
と
な
す
・
・
・
則
ち
道
心
あ
る
の
仏
子
、
西
に
は
菩
薩
と
称
し
、
東
に
は
君
子
と
号
す
、
一
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皆
さ
ん
は
「
御
本
尊
」
と

い
う
名
を
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
で
し
ょ
う
か
。
各
宗
派
に

よ
っ
て
「
御
本
尊
」
と
す
る

も
の
は
種
々
あ
り
、
大
仏
様

　
（
毘
盧
遮
那
仏
）
や
、
大
日

に
よ
ら
い
　
か
ん
ぜ
お
ん
ぽ
さ
つ

如
来
、
観
世
音
菩
薩
な
ど
こ

れ
と
い
っ
て
決
ま
っ
て
い
な

い
の
で
す
。

　
日
蓮
宗
は
日
蓮
聖
人
が

顕
し
た
「
＋
界
曼
荼
羅
」

が
御
本
尊
と
し
て
ま
つ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
日
蓮
聖
人
は
本
尊
を
三
つ

の
意
義
と
し
て
定
義
づ
け
さ

　
　
こ
ん
ぼ
ん
そ
ん
す
う
　
ほ
ん
ら
い
そ
ん

れ
、
根
本
尊
崇
・
本
来
尊

ち
よ
う
　
　
ほ
ん
ぬ
そ
ん
ぎ
よ
う

重
・
本
有
尊
　
形
と
し
て

お
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
あ

ま
り
難
し
い
話
し
は
避
け
ま

す
。

　
＋
界
曼
荼
羅
に
は
、
紙
に

文
字
で
題
目
や
仏
様
の
名
前

を
記
し
た
掛
け
軸
型
の
も
の

と
、
木
や
土
で
作
ら
れ
た
仏

像
を
祭
壇
に
並
べ
る
方
法
の

二
通
り
が
あ
り
、
当
寺
は
後

者
の
形
を
取
っ
て
お
り
ま

す
。

　
こ
の
場
合
、
仏
像
で
曼
荼

羅
世
界
を
顕
し
て
お
り
ま

す
の
で
、
立
曼
荼
羅
と
も
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。

　
　
一
般
の
ご
家
庭
で
、
立
曼

荼
羅
を
顕
す
の
は
ス
ペ
ー
ス

的
に
も
、
ま
た
金
銭
的
に
も

大
変
で
す
の
で
、
文
字
曼
荼

羅
の
掛
け
軸
型
が
よ
い
で
し

ょ
う
。
掛
け
軸
に
は
多
く
の

　
　
　
ぼ
さ
つ
　
み
よ
う
お
う

仏
様
や
菩
薩
、
明
　
王
な
ど

記
さ
れ
て
お
り
、
仏
様
の
世

界
が
そ
の
ま
ま
、
ご
自
宅
に

存
在
し
ま
す
の
で
、
最
高
の

お
守
り
に
も
な
り
ま
す
。

　
仏
壇
を
新
し
く
購
入
さ
れ

た
方
は
、
そ
の
ま
ま
先
祖
の

位
牌
を
お
祀
り
す
る
だ
け
で

な
く
、
曼
荼
羅
や
日
蓮
聖
人

　
そ
ん
ぞ
う
　
　
　
ま
っ

の
尊
像
を
お
祀
り
し
、
仏

　
　
　
　
　
　
　
か
い
げ
ん
く
よ
う

様
を
お
招
き
す
る
開
眼
供
養

を
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

　
仏
壇
は
ご
先
祖
様
が
居
ら

れ
る
場
所
だ
け
で
は
な
く
、

多
く
の
仏
様
が
来
ら
れ
る
の

で
、
家
の
重
要
な
場
所
に
置

け
ば
、
家
族
全
員
を
お
守
り

頂
け
る
で
し
ょ
う
。

　
今
年
の
桜
は
、
例
年
よ
り

一
週
間
ほ
ど
遅
れ
て
咲
き
ま

し
た
。

　
毎
年
行
わ
れ
て
い
る
「
花

祭
り
」
（
お
釈
迦
様
の
誕
生

日
）
が
四
月
八
日
に
盛
大
に

行
わ
れ
、
来
寺
者
も
多
く
、

日
曜
日
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
子
ど
も
が
甘
茶
を
飲
み

な
が
ら
、
お
母
さ
ん
に
「
こ

の
お
茶
甘
い
ね
」
な
ど
と
会

話
す
る
姿
も
多
く
見
受
け
ら

れ
ま
し
た
。

　
天
候
に
も
恵
ま
れ
二
十
℃

近
く
ま
で
気
温
が
上
昇
し
た

の
で
、
来
寺
さ
れ
る
方
も
「
今

日
は
暑
い
」
と
い
う
話
し
声

も
聞
こ
え
て
来
ま
し
た
。

　
人
間
の
身
体
は
良
く
出
来

て
お
り
ま
し
て
、
冬
の
寒
さ

に
耐
え
て
い
た
身
体
が
二
十

℃
と
い
う
気
温
に
出
会
う
と

温
か
く
感
じ
ま
す
が
、
真
夏

に
二
十
℃
の
部
屋
に
入
る
と

寒
く
て
居
ら
れ
な
い
程
の
温

度
な
の
で
す
。

　
こ
れ
か
ら
暑
い
季
節
を
迎

え
ま
す
が
、
身
体
を
徐
々
に

な
ら
す
よ
う
に
し
、
空
調
温

度
も
外
気
温
と
克
比
ぺ
な
が

ら
、
設
定

を
心
が
け

て
下
さ

４
０

し　
お
盆
の
行
事
は
古
く
、
お

釈
迦
様
が
い
ら
っ
し
や
っ
た

約
２
５
０
０
年
前
か
ら
行
わ

れ
て
い
行
事
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
日
本
で
も
お

盆
は
、
ご
先
祖
様
を
供
養
す

る
大
切
な
法
事
で
す
。

　
と
く
に
去
年
の
お
盆
以
降

に
、
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た

方
が
い
る
家
は
、
新
盆
と
言

わ
れ
亡
く
な
ら
れ
た
方
が
初

め
て
家
に
帰
っ
て
来
ら
れ
る

の
で
、
懇
ろ
に
供
養
を
し
、

供
物
を
供
え
ま
し
ょ
う
。

　
供
養
の
方
法
は
、
地
域
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
時
期
や
、

方
法
は
色
々
で
す
が
、
一
番

大
切
な
こ
と
は
、
な
る
べ
く

家
族
全
員
が
集
ま
り
、
心
の

こ
も
っ
た
お
迎
え
と
、
お
持

て
な
し
を
す
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
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平
成
四
年
七
月
一
日
発
行
・

第
二
号
の
「
た
ち
ば
な
」
新

　
　
　
　
　
　
た
ち
ば
な
　
し
よ
く

澗
を
見
る
と
、
橘
四
声

樹
に
関
す
る
記
事
が
掲
載

さ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
か
も
ん
　
　
　
い

　
日
蓮
聖
人
の
家
紋
は
「
井

令

よ
う
で
あ
る
が
、
通
用
門
の

内
側
に
は
立
派
に
青
っ
た
橘

が
来
寺
さ
れ
る
方
を
お
迎
え

し
て
い
る
。

　
青
々
と
し
た
葉
に
比
べ
る

と
、
小
さ
い
白
い
花
を
五
月

１
二
本
清
寺
の
草
花

桁
に
橘
」
で
緬
り
、
日
蓮

宗
で
は
こ
の
紋
を
大
切
に

し
て
い
る
こ
と
よ
り
、
寺
庭

に
植
湘
悠
れ
た
よ
う
で
あ

る
。
檀
家
の
石
塚
氏
に
よ
っ

て
育
て
ら
れ
た
苗
木
が
宝
清

寺
に
植
樹
さ
れ
た
。

　
橘
は
育
て
る
の
は
難
し
い

ご
希
望
の
方
は
、
プ
リ
ン
ト

を
お
渡
し
し
ま
す
の
で
、
ご

遠
慮
な
く
ご
相
談
く
だ
さ

４
０

し　
ま
た
、
新
盆
の
ご
家
庭
に

は
御
経
周
り
を
行
っ
て
お

り
ま
す
。
「
御
経
周
り
」
と

は
、
別
名
「
棚
経
」
と
言

わ
れ
、
お
宅
ま
で
、
僧
侶

が
お
伺
い
し
て
読
経
を
す

る
こ
と
で
す
。
今
年
、
新
盆

を
お
迎
え
す
る
方
は
、
「
棚

経
」
の
お
申
し
込
み
を
な
さ

っ
て
く
だ
さ
い
。
但
し
、
多

く
の
お
宅
に
伺
う
都
合
上
、

必
ず
し
も
ご
希
望
の
日
時
に

賜
え
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す

切
な
こ
と
は
、
な
る
ぺ
く
　
の
で
、
新
盆
供
養
を
ご
希
望

族
全
員
が
集
ま
り
、
心
の
　
の
方
は
、

も
っ
た
お
迎
え
と
、
お
持
　
寺
務
所
　
　
｛
皿ｙ
ｈ

頃
に
付
け
る
。
実
も
小
さ
く

こ
ち
ら
は
十
一
月
頃
よ
り
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
枝
に
は
、

７皆糾
　｀が
鳥あい

な
ど
の

動
物
を

寄
せ
付
け
な
い
よ
う
に
し
て

い
る
。
実
は
蜜
柑
の
ご
先
祖

様
だ
と
言
う
人
も
い
る
が
、

句
鴛
雲
ぷ
瓦
落
蔀

叫ａ卵嘲柳輛噸祁蛸祁輔呻蜘珍奇が

吝
：
拿
ｉ
Ｔ
・
↓
：
？
・
ふ
ｔ
ふ
：
摩

と
て
も
酸
っ
ぱ
く
、
種
が
実

に
比
ぺ
る
と
多
い
た
め
、
あ

ま
り
食
用
に
は
む
か
な
い
。

　
以
前
、
宝
清
寺
で
も
マ
ー

マ
レ
ー
ド
な
ど
を
作
っ
て
み

た
が
、
失
敗
に
終
わ
っ
た
こ

と
を
記
憶
し
て
い
る
。

　
日
蓮
聖
人
は
、
波
乱
に
満

ち
た
ご
生
涯
で
あ
っ
た
が
、

訣
瀬
を
迫
押
陽
る
輝
よ
、

茨
の
遜
を
選
択
し
邁
進
し

て
こ
ら
れ
た
、
橘
の
木
は
ま

さ
に
日
蓮
聖
人
を
象
　
徴

む
洽
尋
嘔
む
廼
含
訳
記
唇
蔀
む
境
擢
１

　
「
た
ち
ば
な
」
新
聞
は
発

行
以
来
、
第
八
十
号
を
迎
え

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
第

一
号
を
発
行
し
た
の
が
、
平

成
四
年
三
月
か
ら
で
す
の

で
、
早
い
も
の
で
二
〇
歳
の

誕
生
日
を
迎
え
た
こ
と
に
な

り
ま
す
。
　
こ
れ
も
ひ
と
え

に
皆
様
の
お
か
け
と
信
じ
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
新
聞
の
形
式
も
だ
い
ぶ
変

容
を
と
げ
、
当
初
か
ら
パ
ソ

コ
ン
で
制
作
し
て
き
ま
し
た

が
、
長
い
歳
月
の
聞
に
は
何

台
も
の
パ
ソ
コ
ン
を
使
用

し
、
ま
た
新
聞
デ
ー
タ
の
保

存
形
式
も
変
わ
り
、
結
果
的

に
古
い
デ
ー
タ
が
使
用
で
き

な
い
場
合
も
出
て
き
て
し
ま

い
ま
し
た
。

　
現
在
、
新
聞
を
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
も
閲
覧
出
来
る
よ

う
に
作
業
を
進
め
て
お
り
ま

し
た
と
こ
ろ
、
当
寺
に
保
存

の
な
い
号
を
発
見
し
ま
し

た
。

　
欠
番
を
お
持
ち
の
方
は
是

非
と
も
複
写
を
さ
せ
て
頂
き

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
「
欠
　
番
」

　
・
平
成
九
年
七
月
発
行

　
　
　
　
［
第
二
十
二
万
］

・
平
成
十
三
年
一
月
発
行

　
　
　
　
【
第
三
十
四
号
】

・
平
成
十
七
年
一
月
発
行

　
　
　
　
【
第
五
十
号
】

三
月
彼
岸
中
日

四
月

十九七七
月月月月
　彼
十岸十十

十十九九九七五五四四二二
一月月月月月月月月月月月
月　　　二　　　二
十十十十十　十十十　十十
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