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 ●
西
真
寺
第
一
駐
車
場
ご
利
用
に 

つ
い
て 

  

前
回
ご
案
内
し
た
通
り
︑
旧
縄
の

れ
ん
駐
車
場
の
売
買
契
約
が
終
了

し
︑
新
た
に
第
一
駐
車
場
と
し
て
設

け
ま
し
た
の
で
︑
ご
報
告
い
た
し
ま

す
︒
こ
れ
に
伴
い
︑
こ
れ
ま
で
の
西

真
寺
駐
車
場
を
第
二
駐
車
場
と
し
︑

第
一
駐
車
場
が
埋
ま
っ
た
場
合
︑
引

き
続
き
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
︒
今

後
は
︑
お
盆
や
お
彼
岸
の
み
な
ら
ず
︑

法
事
等
で
︑
ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ

い
︒ 

 

●
浄
土
真
宗
本
願
寺
派 

 

新
潟
教
区
新
潟
組 

親
鸞
聖
人
御
誕
生
８
５
０
年
・ 

立
教
開
宗
８
０
０
年
慶
讃
法
要
の 

ご
案
内 

 

・
日
時 

令
和
５
年
９
月
５
日
︵
火
︶ 

・
会
場 

新
潟
県
民
会
館
小
ホ
ー
ル 

・
内
容 

勤
行 

正
信
念
仏
偈 

作
法
第
二
種 

・
記
念
布
教 

清
水
正
明 

師 
 

 
︵
布
教
使 

与
板
組
光
源
寺
︶ 

・
記
念
行
事 

落
語
・
太
神
楽
曲
芸 

・
入
場
無
料 

 
 

 
 

 
 

 

・
落
語 

露
の
団
姫 
氏 

 
 

 

︵
落
語
家
・
天
台
宗
僧
侶
︶ 

 
 

 

天
台
宗
道
心
寺
住
職
︒
兵
庫
県
尼
崎

市
在
住
︒
高
座
の
他
に
も
テ
レ
ビ
・
ラ

ジ
オ
で
活
躍
中
︒
小
さ
い
頃
か
ら
の

﹁
死
﹂
に
対
す
る
恐
怖
を
き
っ
か
け
に

仏
教
を
学
び
は
じ
め
︑
高
校
在
学
中
に

人
生
指
針
と
な
る
法
華
経
に
出
会
う
︒ 

 

落
語
家
に
な
る
か
尼
さ
ん
に
な
る
か

悩
む
中
︑
落
語
の
創
始
者
︑
初
代
・
露

の
五
郎
兵
衛
が
僧
侶
で
あ
り
︑
説
法

を お
も
し
ろ
お
か
し
く
話
し
た
こ
と
が

落
語
の
起
源
と
知
る
。
高
校
卒
業
を

機
に
初
代
・
露
の
五
郎
兵
衛
の
流
れ

を
汲
む
露
の
団
四
へ
入
門
３
年
間
の

内
弟
子
修
行
を
経
て
︑
主
に
古
典
落

語
・
自
作
の
仏
教
落
語
に
取
り
組
ん

で
い
る
︒ 

 

・
太
神
楽
曲
芸 

豊
来
家
大
治
朗
氏 

 
 

 
 

 
 

︵
太
神
楽
曲
芸
師
︶ 

 
 

 

伊
勢
神
宮
熱
田
神
宮
に
始
ま
る
太

神
楽
（
だ
い
か
ぐ
ら
）
は
厄
払
い
の

獅
子
舞
、
縁
起
物
の
曲
芸
を
中
心
に

演
じ
ら
れ
る
４
０
０
年
以
上
の
歴
史

を
持
つ
伝
統
芸
能
で
す
。 

 

豊
来
家
大
治
朗
は
太
神
楽
曲
芸
師

ラ
ッ
キ
ー
幸
治
に
師
事
し
獅
子
舞
、

曲
芸
、
軽
業
を
学
び
ま
し
た
。
伝
統

芸
能
に
現
代
的
な
笑
い
を
加
え
た
舞

台
は
老
人
か
ら
子
供
ま
で
楽
し
ん
で

い
た
だ
け
ま
す
。 

 

ま
た
師
匠
よ
り
特
別
に
伝
授
さ
れ

た
曲
芸
「
剣
く
ぐ
り
」
は
日
本
で
は

大
治
朗
た
だ
一
人
の
技
で
す
。
尚
、
二

人
は
内
縁
の
夫
婦
で
す
。 

●
親
鸞
聖
人
御
誕
生
８
５
０
年
・ 

 

立
教
改
宗
８
０
０
年
慶
讃
法
要
団
参 

の
報
告 

 
 

西
真
寺
の
代
表
と
し
て
５
月
１
６
日

か
ら
２
泊
３
日
で
︑
坊
守
と
次
男
の
光

が
本
山
に
行
っ
て
参
り
ま
し
た
︒
６
５

人
参
加
の
２
日
目
の
夕
食
の
際
︑
光
が

乾
杯
の
挨
拶
を
し
た
そ
う
で
す
︒ま
た
︑

坊
守
は
︑
６
月
に
本
山
に
て
得
度
の
試

験
を
ク
リ
ア
出
来
ま
し
た
︒
私
も
︑
先

に
紹
介
し
た
９
月
５
日
の
新
潟
組
主
催

の
慶
讃
法
要
に
出
勤
︵
お
勤
め
︶
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒
二
人
に
触
発
さ

れ
な
が
ら
︑
西
真
寺
を
代
表
し
て
勤
め

て
参
り
ま
す
︒
合
掌 

 

令
和
五
年
秋
号 

発
行 

西
真
寺 

西
真
寺
通
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                            ２ 

﹁
私
は
神
さ
ま
も
信
じ
て
い
ま
す
が
︑ 

 
そ
れ
で
は
い
け
な
い
の
で
す
か
﹂
⑬ 

 
‐

親
鸞
の
神
祇
不
拝
か
ら
学
ぶ
戦
争 

 

６
．
回
向 

 

人
間
は
、「
主
体
か
ら
客
体
」
を
経
て
、

「
客
体
か
ら
主
体
」
と
い
う
投
影
の
は
た

ら
き
を
繰
り
返
し
、
自
己
を
明
ら
か
に
す

る
過
程
を
得
な
が
ら
成
長
で
き
る
。
こ
れ

を
示
し
た
の
が
、
親
鸞
の
「
如
来
回
向
」

で
す
。
回
向
と
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語

で
パ
リ
ナ
ー
マ
ナ
と
い
い
、 

「
転
変
す
る
こ
と
」 

「
形
を
変
え
て
現
れ
る
こ
と
」 

「
あ
る
も
の
が
熟
し
て
別
の
も
の
に
転 

ず
る
」 

「
識
の
転
変
」 

「
方
向
転
換
」（
内
容
転
換
、
振
り
替
え 

る
こ
と
）
を
意
味
し
ま
す
。 

 

主
体
か
ら
客
体
、
客
体
か
ら
主
体
と
い

う
「
方
向
転
換
」
に
よ
っ
て
「
識
の
転
変
」

が
起
こ
り
、
そ
れ
ま
で
客
体
で
あ
っ
た
如

来
は
、
法
蔵
菩
薩
に
「
形
を
変
え
て
現
れ

る
」
の
で
す
。
そ
し
て
、
如
来
は
法
蔵
菩

薩
の
本
願
と
な
っ
て
主
体
（
私
）
を
明
ら

か
に
し
、
主
体
は
信
心
を
賜
る
の
で
す
。 

 

 

 

 

 

連
続
研
修
会
で
は
、
こ
の
親
鸞
の
革 

新
性
に
つ
い
て
、
神
道
と
の
違
い
に
照 

ら
し
「
如
来
回
向
」
と
し
て
説
明
し
ま 

し
た
。
し
か
し
、
あ
ま
り
反
応
が
あ
り 

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
親
鸞
の
基 

本
的
な
思
想
を
敢
え
て
説
明
さ
せ
て 

頂
い
た
訳
で
す
。 

  

こ
こ
で
疑
問
が
生
ま
れ
ま
す
。
阿
弥 

陀
如
来
と
人
間
が
共
に
あ
る
の
な
ら
、 

阿
弥
陀
如
来
と
人
間
は
対
等
な
関
係 

に
あ
る
の
か
と
い
う
、
一
体
性
に
対
す 

る
疑
問
で
す
。 

 

 

研
修
会
で
は
、
会
長
の
「
我
々
人
間 

は
凡
夫
で
あ
り
、
凡
夫
は
、
阿
弥
陀
如 

来
に
全
て
を
お
任
せ
す
る
だ
け
で
良 

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
」
と
い 

う
阿
弥
陀
如
来
と
人
間
で
あ
る
凡
夫 

と
の
一
体
性
に
対
す
る
疑
問
に
対
し
、 

説
明
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

  

次
の
章
で
は
、
凡
夫
と
如
来
の
一
体 

性
な
ど
、
凡
夫
で
あ
る
以
上
お
こ
が
ま 

し
い
な
ど
と
、
二
分
す
る
世
界
を
考
え 

る
人
に
対
し
、
不
二
か
つ
主
体
性
の
世 

界
を
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

主
体
か
ら
客
体
の
方
向
性
に
つ
い
て

は
、
親
鸞
が
出
現
す
る
ま
で
の
回
向
の

考
え
方
で
、
客
体
か
ら
主
体
の
方
向
性

を
如
来
回
向
と
し
て
示
し
た
の
が
親
鸞

の
革
新
性
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
両
方

向
性
に
は
た
ら
く
、
信
心
を
も
た
ら
す

力
を
他
力
と
呼
ん
だ
の
で
す
。 

 

哲
学
者
の
量
義
治
は
、「
信
を
持
た
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
阿
弥
陀
仏
が
、

そ
の
人
と
と
と
も
に
あ
る
こ
と
で
あ

る
。
一
般
的
に
言
え
ば
、
人
間
が
持
つ
信

と
は
、
人
間
が
絶
対
者
と
共
に
あ
る
と
い

う
意
識
で
あ
る
。
こ
の
意
識
は
け
っ
し
て

対
象
意
識
で
は
な
い
」
と
論
じ
て
い
ま

す
。 

 

量
は
、
親
鸞
の
信
心
も
ル
タ
ー
（
キ

リ
ス
ト
教
の
宗
教
改
革
者
）
の
信
心
も

己
に
よ
る
「
信
」
で
は
な
く
、
賜
る
「
信
」

と
説
明
し
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
西
田
幾
多
郎
が
、
「
も
し
対
照

的
に
仏
を
見
る
と
い
う
ご
と
き
な
ら
ば
、

仏
法
は
魔
法
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
ま

す
。
こ
の
指
摘
か
ら
も
、
対
象
を
信
ず

る
、
す
な
わ
ち
主
体
か
ら
客
体
の
方
向

性
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま

す
。 
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つ
ま
り
、
親
鸞
は
観
念
の
対
象
と
し

て
阿
弥
陀
仏
を
信
仰
し
て
お
ら
ず
、
阿

弥
陀
仏
が
、
親
鸞
に
信
心
を
持
た
せ
、

お
こ
し
た
も
の
で
す
。
儒
教
、
そ
の
流

れ
を
汲
む
神
道
の
本
質
は
、
対
象
の
み

の
志
向
性
や
信
仰
で
あ
る
こ
と
は
明

白
で
す
。 

 

量
や
西
田
が
、
な
ぜ
親
鸞
の
信
心
に

つ
い
て
対
象
意
識
で
は
な
い
と
論
じ

た
か
に
つ
い
て
は
、
往
還
回
向
に
そ
の

理
由
が
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
往
還
回
向
の
過
程
を
経
る
と
、

人
間
が
本
来
持
っ
て
い
る
理
想
的
な

人
間
像
、
つ
ま
り
「
聖
な
る
も
の
」
は

単
な
る
対
象
か
ら
象
徴
に
変
わ
り
、
こ

の
象
徴
が
も
た
ら
す
は
た
ら
き
が
浄

土
の
世
界
観
を
起
こ
し
ま
す
。 

 

 

そ
し
て
、
念
仏
と
い
う
身
体
性
（
身
・ 

口
・
意
）
を
伴
っ
た
表
現
力
に
な
り
ま 

す
。
そ
し
て
、
自
ら
が
持
つ
補
償
作
用 

が
中
道
を
も
た
ら
す
の
で
す
。 

  

こ
の
還
相
に
よ
り
、
仏
教
が
示
す
、 

不
二
の
世
界
観
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。 
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７
．
機
法
一
体 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
私
が
こ
の
人
間
と
神
、
凡
夫
と
如
来

の
関
係
性
に
つ
い
て
説
明
し
た
際
、
研

修
会
会
長
は
、
全
て
を
阿
弥
陀
仏
に
委

ね
る
の
が
凡
夫
で
あ
り
、
南
無
阿
弥
陀

仏
と
、
阿
弥
陀
仏
に
全
て
を
お
任
せ
す

る
の
が
凡
夫
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
？
と
い
う
疑
問
を
私
に
投
げ
か
け
ま

し
た
。
こ
の
疑
問
は
、
阿
弥
陀
仏
を
対

照
的
に
捉
え
、
我
々
凡
夫
と
二
分
す
る

世
界
観
を
持
ち
、
主
体
性
が
な
い
考
え

の
よ
う
に
も
受
け
取
れ
ま
す
。 

 

「
機
」
は
、
衆
生
の
信
心
を
指
し
、

「
法
」
は
衆
生
を
救
う
本
願
の
は
た
ら

き
を
示
し
、
衆
生
の
信
心
と
仏
法
の
教

法
が
ぴ
っ
た
り
合
う
こ
と
は
、
南
無

（
機
）
阿
弥
陀
仏
（
法
）
が
、
名
号
と

し
て
当
て
は
ま
る
。
こ
の
論
は
、
蓮
如

の
機
法
一
体
論
で
あ
り
、
お
任
せ
す
る

信
心
、
任
せ
よ
必
ず
助
け
る
と
し
た
如

来
と
の
「
相
反
す
る
相
が
一
体
と
な
る

目
覚
め
」
、
二
種
深
信
を
示
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。 

石
田
慶
和
は
、
二
種
深
信
に
つ
い

て
、
「
親
鸞
の
到
達
し
た
究
極
的
境

地
」（
『
親
鸞
の
思
想
』
）
と
述
べ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
二
種
深
信
は
、
鈴
木

大
拙
の
「
即
非
の
論
理
」
、
西
田
幾
多

郎
の
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
」
小

坂
国
継
の
「
逆
対
応
」（
対
立
し
た
も

の
が
対
立
し
た
ま
ま
で
自
己
否
定
的

に
対
応
し
合
う
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な

関
係
）
と
同
様
に
、
宗
教
的
体
現
の

境
地
を
示
す
も
の
で
す
。 

 
蓮
如
が
用
い
た
機
法
一
体
論
は
、

会
長
の
言
う
通
り
、
た
の
む
心
（
信

心
）
を
機
と
し
て
い
ま
す
。
一
方
、

蓮
如
以
前
の
機
法
一
体
論
は
、
浄
土

宗
西
山
派
善
恵
房
証
空
上
人
や

『
安
心
決
定
鈔

あ
ん
じ
ん
け
つ
じ
ょ
う
し
ょ
う

』（
作
者
不
明
）
に

あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
衆
生
の
往
生

と
仏
の
正
覚
が
一
体
不
二
で
あ
る
と

い
う
道
理
を
示
し
、
仏
凡
一
体
を
表

す
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
鈴
木
大
拙

は
、
こ
の
凡
夫
と
如
来
の
相
の
原
理

の
一
体
性
を
説
い
て
お
り
、
蓮
如
の

解
釈
と
は
異
な
り
ま
す
。 
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表
わ
し
ま
す
。
ア
ミ
ダ
は
法
、
他 

力
で
す
。
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
は
、 

機
と
法
、
ア
ミ
ダ
と
凡
夫
、
自
力 

と
他
力
の

合

一

ユ
ニ
フ
イ
ケ
イ
シ
ョ
ン

を
象
徴
し 

て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
娑 

婆
と
浄
土
も
一
つ
に
な
り
ま
す
。 

だ
か
ら
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
が
称 

え
ら
れ
る
と
き
、
こ
の
句
は
二
者 

の
合
一
を
象
徴
す
る
の
で
す
。 

 
 

一
方
︑
曽
我
量
深
に
よ
れ
ば
︑﹁
法 

蔵
比
丘
の
御
相 す

が
た

が
そ
の
ま
ま
機
法 

一
体
の
御
相 す

が
た

で
あ
ら
せ
ら
る
る
﹂ 

と
述
べ
て
い
ま
す
︒ 

  

さ
ら
に
︑
法
蔵
菩
薩
は
さ
と
り
の 

世
界
か
ら
こ
の
現
実
界
へ
還
相
回 

向
さ
れ
た
菩
薩
で
あ
る
と
し
て
︑ 

﹁
法
界
荘
厳
に
よ
っ
て
衆
生
を
摂 

取
し
︑
衆
生
を
助
け
よ
う
と
い
う
願 

を
成
就
せ
ん
が
た
め
に
︑
法
界
か
ら 

法
蔵
菩
薩
と
い
う
位
に
さ
が
っ
て 

く
れ
た
の
で
あ
る
﹂
と
還
相
回
向
を 

説
明
し
て
い
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
機
法 

一
体
︑
仏
凡
一
体
を
象
徴
す
る
の
が 

法
蔵
菩
薩
で
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
に 

な
り
ま
す
︒︵
次
号
に
続
く
︶ 

 

蓮
如
の
思
想
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
正

当
派
が
神
を
無
限
に
高
い
存
在
と
し
て

位
置
付
け
、
自
ら
の
神
を
自
ら
の
無
意

識
の
世
界
に
追
い
や
る
関
係
に
似
て
い

ま
す
。
こ
の
人
間
と
如
来
の
関
係
は
、

人
間
が
神
を
祀
る
信
仰
と
同
じ
二
分
す

る
世
界
観
が
あ
り
ま
す
。 
 

鈴
木
大
拙
は
ア
メ
リ
カ
人
に
対
し
、

英
語
で
真
宗
を
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
際

に
、
仏
教
用
語
を
出
来
る
だ
け
使
わ
ず

に
一
体
性
を
説
明
し
て
お
り
ま
す
。 

 

ア
ミ
ダ
は
ホ
ウ
（
法
）
で
あ
り
、
こ 

ち
ら
の
凡
夫
は
キ
（
機
）
で
す
。
法 

と
機
は
翻
訳
の
非
常
に
困
難
な
言
葉 

で
す
。
法
は
む
こ
う
に
あ
り
、
機
は 

こ
ち
ら
に
あ
っ
て
、
宗
教
的
教
え
は 

機
と
法
が
関
係
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出 

て
き
ま
す
。
法
は
神
も
し
く
は
キ
リ 

ス
ト
に
相
当
す
る
と
考
え
て
も
い
い 

で
し
ょ
う
。
そ
し
て
機
は
こ
の
罪
深 

い
人
間
で
す
。
他
力
と
自
力
は
対
象 

を
な
し
て
お
り
、
浄
土
に
生
ま
れ
る 

た
め
に
は
、
自
力
が
去
ら
れ
、
他
力 

が
受
け
容
れ
ら
れ
ね
ば
な
り
ま
せ 

ん
。（
中
略
）
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
と
称 

え
る
と
き
、
ナ
ム
は
自
力
、
機
を 



 

諸
派
は
、
先
祖
棚
｟
崇
拝
｠
を
基
に
し

た
「
仏
壇
」
で
す
。
し
か
し
門
徒
は
、
阿

弥
陀
仏
の
智
慧
の
光
に
照
ら
さ
れ
、
護

ら
れ
る
い
の
ち
の
中
心
を
「
お
内
仏
」
と

い
い
ま
す
。
こ
の
「
お
内
仏
」
は
、
家
族
ひ

と
り
ひ
と
り
の
こ
こ
ろ
の
拠
り
所
で
あ

り
、
こ
こ
ろ
の
中
に
は
た
ら
き
続
け
る

仏
様
を
表
現
し
た
も
の
で
す
。 

 

２
.
家
族
葬
に
つ
い
て 

  
私
た
ち
は
周
り
に
迷
惑
を
か
け
な
い

で
生
き
る
こ
と
は
不
可
能
な
生
き
も
の

で
す
。
も
し
、
今
ま
で
周
り
の
人
に
支
え

ら
れ
て
生
き
て
こ
ら
れ
た
と
思
う
の
で

あ
れ
ば
、
遺
族
が
代
わ
り
に
な
っ
て
、
支

え
て
も
ら
っ
た
人
た
ち
に
感
謝
の
気
持

ち
を
伝
え
る
場
が
葬
儀
の
場
で
あ
る
は

ず
で
す
。 

 
 

 

も
し
家
族
に
対
し
て
気
を
使
っ
て
い
る

な
ら
ば
、
誰
に
対
し
て
気
兼
ね
な
く
本

音
を
話
せ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
ま
た
、
身

近
な
死
か
ら
、
自
分
の
死
後
の
こ
と
を

誰
に
委
ね
ら
れ
る
の
か
を
確
か
め
る
場

も
葬
儀
の
場
で
す
。
感
謝
の
気
持
ち
を

伝
え
る
場
、
機
会
を
放
棄
し
て
し
ま
う

家
族
葬
で
本
当
に
よ
か
っ
た
の
か
、
再
度

考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

も
し
孤
立
無
援
で
誰
に
も
お
骨
を

拾
っ
て
も
ら
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
為
の
阿
弥
陀
仏
で
あ
り
、
そ
の

為
の
お
寺
で
あ
り
ま
す
。
世
話
に
な

っ
た
親
の
葬
儀
に
お
金
を
か
け
ら
れ

な
い
事
情
が
あ
る
場
合
は
「
家
族
葬
」

よ
り
、「
寺
院
葬
」
を
お
勧
め
し
ま
す
。 

 

３
．
葬
儀
や
法
事
を
し
な
い
と
罰
が

当 
 

 

た
る
の
か
？ 

  

葬
儀
と
法
事
を
し
な
い
人
は
、「
死

も
ま
た
我
ら
哉
」
と
い
う
、
人
生
に

お
け
る
大
切
な
自
覚
を
深
め
る
機
会

が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
せ

ん
。
親
の
死
を
通
し
て
自
分
の
死
を

想
像
で
き
な
い
無
自
覚
さ
が
露
呈
す

る
の
で
す
。
死
を
他
人
事
に
し
て
、

自
分
の
頭
を
下
げ
る
機
会
を
持
た
な

い
人
間
は
、
自
己
の
驕
慢
さ
や
自
己

中
心
の
心
を
自
覚
す
る
機
会
で
あ
る

仏
縁
を
失
い
ま
す
。
結
果
的
に
そ
の

過
程
を
罰
と
見
做
す
の
は
、
他
者
で

あ
り
、
頭
を
下
げ
た
こ
と
の
無
い
本

人
は
一
生
気
づ
く
こ
と
は
な
い
の
で

す
。 

 
 

葬
儀
や
法
事
は
、
社
会
的
な
対
象
喪 
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﹁
葬
儀
や
法
事
は
何
の
た
め
に
す
る

の
で
す
か
」
② 

  

１
.
法
事
に
つ
い
て 

 

 

法
事
と
は
、
亡
く
な
っ
た
人
々
の

想
い
を
聞
い
て
往
く
、
お
浄
土
に
い

る
そ
の
諸
仏
（
お
お
い
な
る
い
の
ち
）

か
ら
の
願
い
を
受
け
止
め
て
確
か

め
、
相
続
し
て
往
く
こ
と
で
す
。 

  

浄
土
真
宗
の
聴
聞
の
三
次
元
と
し

て
、
第
一
に
生
前
の
故
人
の
言
葉
を

思
い
出
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
し

て
第
二
と
し
て
、
お
浄
土
に
生
ま
れ

た
故
人
の
想
い
を
想
像
し
て
く
だ
さ

い
。
第
三
に
、
成
仏
し
た
故
人
か
ら

の
願
い
を
思
い
起
こ
し
て
く
だ
さ

い
。
こ
の
三
つ
の
過
程
に
つ
い
て
、

法
事
を
通
し
て
、
亡
き
人
と
出
遭
い

続
け
る
場
が
創
造
さ
れ
る
の
で
す
。 

  

ま
た
仏
壇
は
、
阿
弥
陀
如
来
の
世

界
観
、
浄
土
の
世
界
を
映
す
荘
厳
を

備
え
て
い
る
「
お
内
仏
」
を
意
味
し

ま
す
。 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

を
つ
な
ぎ
留
め
る
再
生
の
場
で
も
あ
る

の
で
す
。
竹
橋
太
は
、
「
儀
式
は
、
分
離

が
も
た
ら
す
、
孤
独
感
を
癒
し
、
満
足
感

を
与
え
る
と
い
う
役
割
を
果
た
す
」
と
述

べ
て
い
ま
す
。
亡
き
人
の
人
間
性
を
全
て

受
け
容
れ
、
死
を
受
け
入
れ
た
人
間
こ
そ

が
、
自
己
の
成
長
の
節
目
に
至
る
過
程
を

得
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

宗
教
社
会
学
者 

櫻
井
義
秀
は
、
「
人

は
生
き
て
き
た
よ
う
に
死
ん
で
い
く
も

の
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。
看
取
り
の
時
間
を

豊
か
に
持
て
た
家
族
は
、
可
能
な
範
囲
で

相
応
の
葬
儀
を
も
っ
て
故
人
を
送
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
葬
儀
な
し
で
は

送
れ
ま
せ
ん
。
｟
中
略
｠
葬
儀
を
や
ら
ず

に
、
遺
族
は
故
人
と
結
ん
で
き
た
感
情
の

整
理
や
、
故
人
が
生
前
に
世
の
人
々
と
結

ん
で
き
た
関
係
を
遺
族
に
つ
な
い
で
い

け
な
い
で
し
ょ
う
。
臨
終
行
儀
は
当
人
の

魂
の
た
め
で
す
が
、
葬
儀
は
明
ら
か
に
遺

族
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
た
め
に
執
行
さ

れ
る
の
で
す
」
と
、
葬
儀
は
故
人
の
為
で

は
な
く
、
遺
族
と
そ
の
関
係
性
に
あ
る

人
々
の
為
の
儀
式
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
ま
す
。 

｟
次
号
に
続
く
｠ 


