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６
月
３
日
、
有
田

北
組
の
浄
満
寺
（
有

田
市
、
児
嶋
史
晃
住

職
）
で
、
年
に
一
度

の
永
代
経
法
要
が
勤

め
ら
れ
ま
し
た
。

　

本
堂
は
老
若
男
女

１
１
０
人
で
埋
ま
り
、

筆
者
も
出
勤
僧
侶
の

一
人
し
て
、
参
拝
の
方
々
と
一

緒
に
阿
弥
陀
経
な
ど
を
お
勤
め

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

浄
満
寺
さ
ま
で
は
、
永
代
経

法
要
ま
で
の
一
年
間
に
葬
儀
を

さ
れ
た
方
が
、
そ
の
悲
し
み
を

縁
と
し
て
、
ご
家
族
で
こ
ぞ
っ

て
参
拝
さ
れ
る
と
い
う
習
慣
が

根
付
い
て
い
ま
す
。

　

こ
の
日
参
拝
さ
れ
た
方
の
な

か
に
は
、
若
い
人
や
お
子
さ
ん

の
姿
も
多
く
見
ら
れ
、
お
念
仏

の
教
え
が
確
実
に
相
続
さ
れ
て

い
る
と
有
り
難
く
感
じ
ま
し
た
。

　

毎
年
３
月
か
ら
６
月
に
か
け

て
、
教
区
内
寺
院
の
多
く
で
は

永
代
経
法
要
が
勤
ま
り
ま
す
。

　

「
永
代
経
」
と
は
「
永
代
読

経
」
の
略
称
で
、
永
代
に
わ

た
っ
て
お
寺
で
お
経
が
読
ま
れ

る
、
〝
お
経
さ
ま
が
勤
め
ら
れ
、

お
経
さ
ま
に
説
か
れ
た
仏
さ
ま

の
お
言
葉
を
聴
か
せ
て
い
た
だ

く
〞
と
い
う
意
味
で
す
。

　

で
す
か
ら
永
代
経
法
要
と
は
、

末
永
く
お
寺
が
護
持
さ
れ
て
仏

法
が
正
し
く
伝
え
ら
れ
、
子
や

孫
た
ち
が
み
教
え
を
聞
く
ご
縁

に
遇
え
ま
す
よ
う
に
、
と
の
思

い
を
縁
と
し
て
勤
め
ら
れ
る
法

要
で
す
。

　

そ
の
よ
う
な
お
気
持
ち
か
ら

進
納
い
た
だ
く
の
が
「
永
代
経

懇
志
」
で
す
。
身
近
な

方
が
亡
く
な
っ
た
こ
と

が
ご
縁
で
お
寺
に
進
納

さ
れ
る
場
合
が
多
い
で

す
が
、
お
寺
の
護
持
に

寄
与
し
た
い
と
い
う
思

い
か
ら
、
あ
る
程
度
ま

と
ま
っ
た
額
を
永
代
経

懇
志
と
し
て
納
め
ら
れ

る
方
も
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
最
近
、

「
永
代
供
養
」
と
い
う

言
葉
を
よ
く
目
や
耳
に

し
ま
す
。
言
葉
は
似
て

い
て
も
、
永
代
経
と
は

ま
っ
た
く
意
味
が
違
い

ま
す
の
で
、
注
意
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
「
供
養
」

と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
お
経
さ

ま
に
は
、
在
家
信
者
が
お
釈
迦

さ
ま
を
自
宅
に
招
き
、
食
べ
物

や
飲
み
物
を
振
る
舞
っ
て
存
分

に
供
応
す
る
と
い
う
場
面
が
出

て
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
敬
い

の
心
を
持
っ
て
「
も
て
な
す
」

こ
と
が
供
養
の
本
来
の
意
味
で

す
。
ひ
い
て
は
、
教
団
に
食
べ

物
や
衣
服
、
必
要
な
物
資
を
寄

付
す
る
意
味
な
ど
で
も
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
の
ち
に
「
追
善

供
養
」
と
い
う
考
え
方
が
出
て

き
ま
す
。
亡
き
人
に
縁
の
あ
る

者
が
、
亡
き
人
の
た
め
に
な
る

と
思
っ
て
善
事
を
行
い
、
そ
の

功
徳
を
亡
き
人
に
差
し
向
け
よ

う
と
す
る
こ
と
で
す
。

　

永
代
供
養
と
い
う
と
き
の
供

養
も
こ
れ
で
、
懇
志
を
納
め
て

お
け
ば
、
お
寺
で
亡
き
方
や
先

祖
の
供
養
（
追
善
供
養
）
を
し

て
お
い
て
く
れ
る
、
と
い
う
よ

う
な
イ
メ
ー
ジ
を
お
持
ち
の
方

も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
ほ
か
の
宗
派
で
は

い
ざ
知
ら
ず
、
浄
土
真
宗
で
は

こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
供
養
は

い
た
し
ま
せ
ん
。

　

宗
祖
親
鸞
聖
人
は
、
法
語
録

『
歎
異
抄
』
第
五
条
に
、
「
親

鸞
は
父
母
の
孝
養
の
た
め
と
て
、

一
返
に
て
も
念
仏
申
し
た
る
こ

と
、
い
ま
だ
候
は
ず
」
（
親
鸞

は
亡
き
父
母
の
追
善
供
養
の
た

め
に
念
仏
し
た
こ
と
は
、
か
つ

て
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
）
と
、

お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

な
ぜ
、
追
善
供
養
の
た
め
に

お
念
仏
し
な
い
の
か
。
「
念
仏

が
自
分
の
力
で
努
め
る
善
で
あ

り
ま
す
な
ら
、
そ
の
功
徳
に

よ
っ
て
亡
き
父
母
を
救
い
も
し

ま
し
ょ
う
が…

」
と
、
親
鸞
聖

人
は
言
わ
れ
ま
す
。

　

お
念
仏
申
す
と
は
、
私
た
ち

に
向
け
ら
れ
た
阿
弥
陀
さ
ま
の

願
い
と
お
す
く
い
の
は
た
ら
き

を
聞
き
、
自
ら
の
い
の
ち
の
あ

り
よ
う
と
い
の
ち
の
行
く
先
を

聞
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
す
。

　

本
当
に
亡
き
方
の
こ
と
を
思

わ
れ
る
の
な
ら
、
ご
自
身
が
亡

き
方
を
縁
と
し
て
み
教
え
に

遇
っ
た
こ
と
を
喜
ぶ
身
と
な
り
、

そ
の
喜
び
を
、
次
の
世
代
へ
と

つ
な
げ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で

す
。
永
代
経
法
要
は
、
そ
の
た

め
に
こ
そ
あ
る
の
で
す
か
ら
。

（
松
本
教
智
・
「
御
同
朋
の
社
会
を
め

ざ
す
運
動
」
和
歌
山
教
区
委
員
長
）

⑲永代経法要

末
永
く
み
教
え
伝
わ
る
こ
と
願
い

末
永
く
み
教
え
伝
わ
る
こ
と
願
い

お
ん　
ど
う　
ぼ
う

１
１
０
人
の
参
拝
者
で
に
ぎ
わ
っ
た
浄
満
寺
の
永
代
経
法
要

 

え
い 

た
い 

き
ょ
う

 

あ

き
ょ
う
お
う

 

つ
い   

ぜ
ん

  

く    

ど
く

た
ん　

に　

し
ょ
う

   

ぶ      

も　

     　
き
ょ
う
よ
う

い
っ 

ぺ
ん

そ
う
ら

「永代供養」はいたしません「永代供養」はいたしません混同に注意混同に注意




















