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浄
泉
寺
報
第 1 ４号　 

当面の行事等

８月　９日（日）　新盆棚経

８月　13日～ 15 日　棚経

８月　15日　万燈供養（演奏会）

　午後６時～午後 11 時頃まで

　（イベント午後 7 時から８時まで）

８月 17日　施食会　午前９時から

９月 20日～ 26 日　秋彼岸会

10 月 24 日　副住職結婚式

11 月 12 日　大本山總持寺参拝旅行

只今本堂回廊及び欄干、境内は敷き石に

よる通路整備工事中で、お盆までに完成

する予定です。ご迷惑をおかけします。

　
檀
信
徒
各
位
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
恙
無
く
お
過
ご
し
の
こ
と
と
拝

察
、
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ま
た
、
日
頃
よ
り
淨
泉
寺
に
格
別

の
ご
尽
力
を
賜
り
ま
す
こ
と
重
ね
て

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
国
内
の
経
済
情
勢
は
、

緩
や
か
に
回
復
し
つ
つ
あ
る
と
言
わ

れ
ま
す
が
、
私
が
感
じ
る
と
こ
ろ
で

は
全
く
実
感
で
き
ま
せ
ん
。
特
に
富

の
配
分
で
は
世
界
的
に
も
理
想
的
な

国
で
あ
っ
た
日
本
は
ど
う
し
た
の
で

し
ょ
う
。
所
得
や
そ
れ
に
伴
う
生
活

の
格
差
が
拡
大
し
て
い
る
と
の
報
道

を
耳
に
す
る
こ
と
も
多
く
な
り
ま
し

た
。
加
え
て
地
震
や
火
山
の
噴
火
な

ど
も
頻
発
し
て
お
り
ま
す
が
、
安
心

と
安
全
で
、
心
穏
や
か
な
生
活
を
送

り
続
け
た
い
も
の
で
す
。

　
さ
て
本
年
は
、
昨
年
皆
様
に
ご
協

力
を
頂
き
ま
し
た
大
本
山
總
持
寺
二

祖
禅
師
様
の
六
百
五
十
回
の
大
遠
忌

の
年
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
次
ペ
ー
ジ

で
参
拝
旅
行
の
ご
案
内
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
ま
た
と
な
い
機
会
で

ご
ざ
い
ま
す
の
で
多
く
の
檀
信
徒
の

皆
様
の
ご
参
加
を
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

　
ま
た
、
本
年
度
は
副
住
職
で
あ
り

ま
す
義
道
が
、
秋
に
神
奈
川
県
逗
子

市
の
平
野
家
三
女
美
沙
さ
ん
と
結
婚

式
を
い
た
し
ま
す
。
更
に
年
が
明
け

翌
一
月
十
五
日
に
は
先
住
の
五
十
回

忌
の
法
要
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
こ

と
か
ら
、
若
干
境
内
等
の
整
備
を
い

た
し
て
お
り
ま
す
。
現
在
も
写
真
の

通
り
工
事
中
で
ご
参
拝
の
皆
様
に

は
、
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て
お

り
ま
す
が
、
お
盆
ま
で
に
は
完
成
さ

せ
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
ご

寛
容
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　
な
お
、
私
事
で
す
が
こ
の
度
、
千

葉
県
第
三
教
区
（
佐
倉
市
・
旧
成
田

市
・
四
街
道
市
・
富
里
市
・
酒
々
井
町
・

栄
町
の
区
域
の
二
十
四
ヶ
寺
）
の
教

区
長
を
仰
せ
つ
か
り
ま
し
て
、
本
年

五
月
か
ら
四
年
間
努
め
さ
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し
た
が

い
ま
し
て
、
檀
信
徒
の
皆
様
に
は
教

区
主
催
の
行
事
等
に
、
旧
倍
の
ご
協

力
を
お
願
い
申
し
上
げ
る
こ
と
も
ご

ざ
い
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　
次
に
恒
例
の
万
灯
会
で
す
が
、
今

年
も
八
月
十
五
日
の
送
り
盆
の
夜
に

開
催
の
予
定
で
す
。
本
年
唯
一
の
イ

ベ
ン
ト
で
す
の
で
、
大
勢
の
ご
参
加

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
住
　
職
　
合
　
掌
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大
本
山
總
持
寺
大
遠
忌
参
拝
と

　
　
　
浅
草
寺
及
び
柴
又
帝
釈
天
散
策
の
旅

　
大
本
山
總
持
寺
二
祖
峨
山
韶
碩
禅

師
は
、
一
二
七
六
年
に
石
川
県
能
登

に
生
ま
れ
、
總
持
寺
の
二
祖
と
し
て

「
五
晢
」「
二
十
五
晢
」
と
呼
ば
れ

た
多
く
の
優
れ
た
門
弟
を
育
成
し
、

四
十
二
年
間
總
持
寺
の
住
職
を
務

め
、
曹
洞
宗
の
教
え
を
全
国
に
展
開

す
る
基
盤
を
作
ら
れ
た
方
で
あ
り
ま

す
。

　
曹
洞
宗
が
永
平
寺
、
總
持
寺
の

両
大
本
山
を
始
め
、
現
在
凡
そ

一
万
五
千
の
寺
院
と
二
万
五
千
人
の

僧
侶
、
そ
し
て
数
百
万
人
を
超
え
る

檀
信
徒
を
要
す
る
国
内
最
大
の
教
団

に
至
っ
た
の
は
、
峨
山
禅
師
の
功
績

に
よ
る
も
の
が
大
き
い
と
言
わ
れ
て

お
り
ま
す
。

　
一
三
六
六
年
に
九
十
一
歳
で
亡
く

な
ら
れ
、
本
年
が
六
百
五
十
回
忌
の

大
遠
忌
の
年
と
な
り
ま
す
。

　
檀
信
徒
の
皆
様
に
は
、
こ
の
五
十

年
に
一
度
の
勝
縁
の
年
に
是
非
と
も

ご
一
緒
に
参
拝
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

　
参
加
し
や
す
い
よ
う
日
帰
り
の
旅

と
し
て
計
画
い
た
し
ま
し
た
の
で
、

お
気
軽
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
募
　
集
　
要
　
領

一
、
期
　
日

　
　
平
成
二
十
七
年
十
一
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
木
曜
日
）

一
、
参
加
費

　
　
一
人
　
一
三
、
○
○
○
円

一
、
定
　
員

　
　
百
二
十
名

　
　（
淨
泉
寺
枠
　
約
二
十
名
前
後
）

一
、
日
　
程
　

　
　
大
本
山
總
持
寺
参
拝
及
び
昼
食

　
　
　（
總
持
寺
に
て
精
進
料
理
）

　
　
浅
草
浅
草
寺
及
び
柴
又
帝
釈
天

　
　
お
参
り
・
散
策

一
、
申
し
込
み
期
限

　
　
平
成
二
十
七
年
九
月
末
日

　
　
※
た
だ
し
、
定
員
に
な
り
次
第

　
　
　
締
め
切
る
場
合
が
ご
ざ
い
ま

　
　
　
す
の
で
、
お
早
め
に
お
申
し

　
　
　
込
み
く
だ
さ
い
。

一
、
申
し
込
み
方
法

　
　
先
ず
は
電
話
等
で
予
約
し
、
期

　
　
限
内
に
旅
行
代
金
を
添
え
て
申

　
　
し
込
み
用
紙
で
お
願
い
し
ま
　

　
　
す
。

一
、
主
　
催
　

　
　
曹
洞
宗
千
葉
県
第
三
教
区

一
、
旅
行
会
社

　
　
東
武
ト
ッ
プ
ツ
ア
ー
ズ

　
お
釈
迦
さ
ま
の
弟
子
に
、「
多
聞

第
一
」
と
呼
ば
れ
、
一
度
聞
い
た
ら

決
し
て
忘
れ
な
い
と
い
う
能
力
の
持

ち
主
の
阿
難
尊
者
が
い
ま
し
た
。

　
あ
る
夜
、
阿
難
が
ひ
と
り
静
か
な

場
所
で
坐
禅
を
し
て
い
る
と
、
痩
せ

細
っ
て
、
お
な
か
は
異
様
に
膨
れ
あ

が
り
、
口
か
ら
火
を
吐
き
、
見
る
も

恐
ろ
し
い
餓
鬼
が
現
れ
、「
お
ま
え

は
、
こ
れ
か
ら
あ
と
三
日
後
に
は
必

ず
死
ん
で
餓
鬼
に
生
ま
れ
変
わ
る
」

と
告
げ
ま
し
た
。
阿
難
は
大
変
驚

き
、
ど
う
す
れ
ば
助
か
る
の
か
と
鬼

に
た
ず
ね
る
と
、「
明
日
、
餓
鬼
道

に
堕
ち
て
い
る
者
す
べ
て
に
飲
食
を

施
せ
。
そ
う
す
れ
ば
、
わ
れ
ら
餓
鬼

は
苦
を
免
れ
て
天
上
に
生
ま
れ
変
わ

る
こ
と
が
で
き
、
汝
の
寿
命
も
長
ら

え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
。

そ
れ
を
聞
い
て
、
阿
難
は
お
釈
迦
様

の
と
こ
ろ
に
行
き
、
そ
れ
ほ
ど
沢
山

の
食
べ
物
を
施
す
に
は
ど
う
し
た
ら

い
い
の
で
し
ょ
う
と
助
け
を
求
め
ま

し
た
。
お
釈
迦
様
は
、「
飲
食
を
施

す
と
き
、
今
か
ら
教
え
る
ダ
ラ
ニ
を

も
っ
て
飲
食
を
加
持
す
れ
ば
、
そ
の

食
べ
物
は
次
か
ら
次
に
あ
ふ
れ
、
一

切
の
餓
鬼
の
空
腹
を
満
た
す
に
充
分

な
量
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
、
不
思
議

な
力
を
も
つ
陀
羅
尼
を
教
え
ら
れ
、

阿
難
が
そ
の
通
り
に
す
る
と
、
餓
鬼

た
ち
の
飢
え
は
満
た
さ
れ
、
そ
の
功

徳
に
よ
り
、
彼
自
身
も
い
の
ち
を
長

ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
わ
れ
、

こ
れ
が
施
餓
鬼
の
起
源
と
さ
れ
ま

す
。
こ
れ
は
『
仏
説
救
抜
焔
口
餓
鬼

陀
羅
尼
経
』
と
い
う
お
経
に
説
か
れ

て
い
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
お
釈
迦
様
が
教
え
ら

れ
た
と
い
う
ダ
ラ
ニ
は
と
て
も
霊
妙

な
力
を
持
っ
た
言
葉
だ
っ
た
の
で

し
ょ
う
。
少
量
の
食
べ
物
も
莫
大
な

量
に
変
じ
た
の
で
す
か
ら
。し
か
し
、

ホ
ン
ト
に
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
た
の

で
し
ょ
う
か
。
ダ
ラ
ニ
と
は
わ
か
り

や
す
く
い
う
と
、
イ
ン
ド
で
で
き
た

呪
文
、
お
ま
じ
な
い
で
す
が
、
日
本

の
神
道
の
祝
詞
に
も
似
て
、
神
仏
の

徳
を
讃
え
た
り
、
祈
り
を
捧
げ
る
と

き
に
唱
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
日
本
で

古
代
か
ら
信
じ
ら
れ
て
き
た
言
霊
、

す
な
わ
ち
発
し
た
言
葉
ど
お
り
の
結

果
を
も
た
ら
す
と
さ
れ
た
不
思
議
な

力
に
似
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　
言
葉
の
力
を
信
じ
る
人
に
と
っ

て
、
そ
の
力
は
事
物
よ
り
も
絶
大
な

　
お
盆
に
行
わ
れ
る

　
　
施
餓
鬼
の
起
源
と
は
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浄
泉
寺
大だ

い

施せ

食じ
き

会え

と

　
　
棚た

な

経ぎ
ょ
うの

お
知
ら
せ

◎
　
施
食
会
　
八
月
十
七
日
（
月
）

　
　
　
　
　
　
午
前
九
時
か
ら

　
当
寺
本
堂
で
お
勤
め
し
ま
す
。

　
施
食
会
は
、
も
と
は
施
餓
鬼
と

い
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
現
在
曹
洞

宗
で
は
、
人
権
的
見
地
か
ら
「
施
食

会
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま

す
。
近
年
は
新
盆
を
迎
え
る
方
の
参

加
が
大
半
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
施

食
会
は
、縁
の
あ
る
無
し
を
問
わ
ず
、

広
く
諸
精
霊
に
飲お

ん

食じ
き

を
施
す
法
会
で

す
。
他
の
た
め
に
す
る
供
養
は
、
自

分
自
身
に
積
む
善
徳
と
な
り
ま
す
。

　
施
食
会
で
の
、
ご
先
祖
様
の
卒
塔

婆
供
養
を
お
勧
め
い
た
し
ま
す
。

　
供
養
料
は
、
一
本
三
千
円
で
す
。

◎
　
棚
　
経
　

　
　
八
月
十
三
日
（
木
）

　
　
　
　
午
前
　
伊
篠
・
飯
仲
地
区

　
　
　
　
午
後
　
中
央
台
・
東
酒
々

　
　
　
　
　
　
　
井
・
そ
の
他
酒
々

　
　
　
　
　
　
　
井
・
佐
倉
地
区

　
　
八
月
十
四
日
（
金
）

　
　
　
　
午
前
　
並
木
町
・
飯
田
町

　
　
　
　
　
　
　
成
田
ニ
ュ
ー
タ
ウ

　
　
　
　
　
　
　
ン
地
区

　
　
　
　
午
後
　
富
里
地
区

　
　
八
月
十
五
日
（
土
）

　
　
　
　
午
前
　
そ
の
他
地
区

※
　
不
在
の
方
は
、
必
ず
ご
連
絡
を

お
願
い
い
た
し
ま
す
。
原
則
と
し
て

日
程
の
変
更
は
、
お
受
け
で
き
ま
せ

ん
。
こ
の
日
程
で
不
都
合
の
方
に
つ

き
ま
し
て
は
、
昨
年
度
よ
り
八
月

十
三
日
か
ら
十
五
日
ま
で
の
毎
日
午

後
五
時
よ
り
当
寺
本
堂
に
て
、
合

同
で
ご
供
養
い
た
し
ま
す
。
午
後

四
三
十
分
ま
で
に
、
お
越
し
の
上
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

・
供
養
料
　
三
千
円
以
上

・
卒
塔
婆
つ
き
供
養
料

　
　
　
　
　
五
千
円
以
上

※
　
卒
塔
婆
つ
き
供
養
の
場
合
は
、

当
日
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
　
◎
　
新
盆
に
つ
い
て

　
今
年
新
盆
を
迎
え
る
の
は
、

　
平
成
二
十
六
年
七
月
よ
り

　
平
成
二
十
七
年
六
月
ま
で
に
逝
去

さ
れ
た
方
で
す
。

（
お
盆
ま
で
に
四
十
九
日
忌
を
終
え

ら
れ
た
霊
位
で
す
。）

◎
　
新
盆
棚
経

　
　
　
八
月
九
日
（
日
）

※
　
対
象
と
な
る
ご
家
庭
に
は
、
別

途
詳
し
く
ご
案
内
申
し
上
げ
ま
す
。

　
お
盆
の
迎
え
か
た

　
お
盆
は
、
一
年
に
一
度
、
八
月
に
、

そ
の
家
の
ご
先
祖
を
お
迎
え
し
て
十

分
な
供
養
を
す
る
時
で
す
。
地
方
に

よ
り
、ま
た
そ
の
家
の
習
慣
に
よ
り
、

そ
の
迎
え
方
は
異
な
り
ま
す
が
、
そ

の
一
例
を
紹
介
し
ま
す
。

　
八
月
十
三
日
の
夕
方
、
家
の
門
口

で
オ
ガ
ラ
（
皮
を
は
い
だ
麻
の
茎
）

を
焚
い
て
精
霊
（
祖
霊
）
を
迎
え
る

風
習
や
、
お
墓
参
り
を
し
、
墓
前
で

火
を
焚
い
て
先
祖
の
霊
を
迎
え
る
習

慣
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
を
「
迎
え

火
」
と
い
い
ま
す
。

　
十
四
日
、
精
霊
は
そ
の
家
に
留
ま

る
と
さ
れ
、
仏
壇
や
精
霊
棚
、
ま
た

墓
前
に
灯
明
や
灯
籠
を
と
も
す
の

は
、
万
灯
の
一
つ
と
し
て
精
霊
に
供

養
す
る
意
味
が
あ
り
ま
す
。

　
十
五
日
の
夕
べ
（
ま
た
は
翌
早

朝
）
ご
先
祖
様
は
そ
の
家
を
去
る
と

い
わ
れ
て
お
る
と
こ
ろ
か
ら
「
仏
送

り
」
と
も
い
い
、「
送
り
火
」
を
焚

き
、
お
供
え
を
し
、
灯
籠
を
流
し
た

り
、
水
辺
の
無
縁
の
霊
に
施
し
を
す

る
習
慣
が
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
昨
今
で
は
、
河
水
を
汚
す

の
を
避
け
る
た
め
、
供
物
を
河
に
流

さ
ず
適
宜
処
分
す
る
よ
う
で
す
。

　
御
霊
お
く
り
　
万
燈
会
　

　
今
年
の
万
燈
会
は
、
歌
手
の
松

シ
ョ
ウ
氏
を
お
招
き
し
、「
松
シ
ョ

ウ
　
美
空
ひ
ば
り
を
う
た
う
」
と
題

し
て
昭
和
を
代
表
す
る
歌
手
　
美
空

ひ
ば
り
の
懐
か
し
い
曲
を
聴
か
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　
境
内
や
墓
所
に
灯
る
多
く
の
蝋
燭

の
明
か
り
も
幻
想
的
で
一
見
に
価
す

る
も
の
で
す
。

日
　
時
　
平
成
27
年
8
月
15
日（
土
）

　
　
　
　
午
後
7
時
か
ら
8
時
ま
で

受
　
付
　
午
後
6
時
30
分
か
ら

場
　
所
　
浄
泉
寺
　
本
堂
内

　
　
　
　
イ
ス
席
　
約
80
席

　
入
　
場
　
無
　
料

演
　
目
　「
み
だ
れ
髪
」「
リ
ン
ゴ
追

　
　
　
　
分
」「
港
町
十
三
番
地
」

　
　
　
　「
悲
し
き
口
笛
」
な
ど

※
　
予
約
は
、
不
要
で
す
が
、
イ
ス

席
を
ご
希
望
の
方
は
、
事
前
に
お
申

込
く
だ
さ
い
。
本
堂
に
入
り
き
れ
な

い
場
合
は
入
場
制
限
が
あ
り
ま
す
。

は
た
ら
き
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。

「
お
ま
え
は
三
日
後
に
必
ず
死
ぬ
」

と
餓
鬼
か
ら
言
わ
れ
た
阿
難
尊
者

も
、
そ
の
言
葉
を
信
じ
た
か
ら
恐
ろ

し
く
な
り
、
お
釈
迦
様
に
相
談
し
た

わ
け
で
す
。
信
じ
る
こ
と
は
、
あ
る

場
合
に
は
恐
れ
と
な
り
、
ま
た
あ
る

場
合
に
は
安
心
に
な
り
ま
す
。

　
お
釈
迦
様
が
教
え
ら
れ
た
ダ
ラ
ニ

は
、
人
の
心
の
恐
れ
や
苦
悩
を
取
り

除
く
力
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の

力
に
よ
り
、
一
切
の
餓
鬼
は
心
が
満

た
さ
れ
、
飢
え
か
ら
解
き
放
た
れ
た

の
で
し
ょ
う
。

　
そ
れ
が
無
量
の
飲
食
供
養
を
意
味

す
る
の
で
は
な
い
か
、と
思
い
ま
す
。

　
本
来
施
餓
鬼
は
、
供
養
を
受
け
ら

れ
な
い
無
縁
の
精
霊
に
供
養
す
る
も

の
で
し
た
が
、
近
年
で
は
新
盆
の
精

霊
が
餓
鬼
道
に
堕
ち
て
苦
し
む
こ
と

の
な
い
よ
う
に
、
ま
た
堕
ち
て
い
れ

ば
そ
れ
を
救
う
た
め
に
新
盆
の
家
を

対
象
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ

れ
が
主
流
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
こ
れ
を
新
盆
施
餓
鬼
な
ど
と
呼
ん

で
本
来
の
施
餓
鬼
と
区
分
し
て
い
る

よ
う
で
す
。
嘗
て
は
、
淨
泉
寺
で
も

新
盆
の
方
だ
け
で
な
く
多
く
の
檀
信

徒
が
参
加
し
て
行
わ
れ
て
お
り
ま
し

た
。
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平
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平
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昭
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年年年年年年年年年

　

や
す
ら
ぎ
は

　
　
ご
先
祖
の
供
養
か
ら

篤
志
の
ご
披
露

■
　
本
堂
中
央
香
炉

　
奉
納
者
　
成
田
市
飯
田
町

　
　
　
　
　
　
　
飯
嶋
　
國
扶
　
様

　
昨
年
五
月
に
長
寿
成
田
一
で
あ
り

ま
し
た
が
満
百
八
歳
で
ご
逝
去
さ
れ

た
お
母
様
の
菩
提
を
弔
う
た
め
成
田

市
飯
田
町
在
住
の
檀
家
総
代
飯
嶋
國

扶
様
か
ら
淨
泉
寺
本
堂
前
机
に
置
か

れ
ま
す
大
香
炉
が
奉
納
さ
れ
ま
し

た
。

　
今
ま
で
の
香
炉
は
大
法
要
な
ど
で

は
若
干
小
さ
く
使
い
づ
ら
い
と
こ
ろ

が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
施

食
会
等
で
大
い
に
活
用
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　
大
変
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
墓
地
使
用
者
の
皆
様
へ

　
淨
泉
寺
墓
苑
も
、
各
家
の
墓
所
が

年
々
増
え
て
ま
い
り
ま
し
た
。
淨
泉

寺
で
も
利
用
者
の
皆
様
が
清
ら
か
な

気
持
ち
で
、
ご
先
祖
様
等
へ
の
お
参

り
が
で
き
ま
す
よ
う
清
掃
等
に
心
掛

け
て
お
り
ま
す
。

　
墓
地
使
用
者
の
方
々
に
は
、
度
々

こ
の
淨
泉
寺
報
で
お
願
い
い
た
し
て

お
り
ま
す
が
、
カ
ン
や
ビ
ン
類
等
も

お
供
え
後
、
お
持
ち
帰
り
い
た
だ
け

ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
ま

た
そ
の
他
、
よ
り
一
層
の
墓
苑
の
環

境
美
化
に
ご
協
力
を
重
ね
て
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　
中
で
も
、
水
道
周
辺
の
ネ
ッ
ト

フ
ェ
ン
ス
に
お
掃
除
用
の
雑
巾
等
が

下
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
大
変
申
し

訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
決
し
て
美
し
い

景
色
と
は
申
せ
ま
せ
ん
の
で
、
雑
巾

等
の
お
掃
除
用
具
は
そ
の
都
度
お
持

ち
帰
り
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　
是
非
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。
な
お
、
勝
手
な
が
ら

目
に
余
り
ま
し
た
時
に
は
、
当
山
の

方
で
処
分
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の

で
、よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
住
職
　
　
合
掌

　「
供
養
」
の
元
の
意
味
は
、〈
敬
い

の
心
を
も
っ
て
、
ね
ん
ご
ろ
に
も
て

な
す
〉
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
と
も

と
、
神
々
や
祖
先
の
霊
に
供
物
を
捧

げ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
語
の
プ
ー
ジ
ャ
を
漢
訳
し

た
言
葉
で
す
。

　
仏
教
で
は
、
仏
・
法
・
僧
の
三
宝

と
亡
き
人
の
た
め
に
、
香
華
・
灯
明
・

飲
食
・
茶
湯
な
ど
の
供
物
を
そ
な
え

て
、
敬
い
の
気
持
ち
を
形
に
あ
ら
わ

す
こ
と
で
す
。
僧
に
読
経
し
て
も
ら

う
こ
と
、
家
庭
で
仏
前
に
お
経
を
上

げ
る
こ
と
も
供
養
で
、
こ
れ
を
〈
法

供
養
〉
と
い
い
ま
す
。
法
事
の
時
、

参
列
し
た
親
族
や
、
僧
侶
に
御
斎
を

出
す
こ
と
、
無
縁
の
精
霊
に
施
し
を

す
る
の
も
供
養
で
す
。

　
そ
し
て
皆
さ
ん
が
故
人
の
た
め
に

法
事
を
す
る
の
は
、
実
は
仏
・
法
・

僧
の
三
宝
の
た
め
に
法
事
を
営
む
こ

と
な
の
で
す
。
仏
様
の
た
め
に
法
事

を
営
む
こ
と
は
、
そ
の
人
に
、
よ
り

強
く
三
宝
へ
の
崇
敬
の
念
と
、
生
き

と
し
生
け
る
も
の
（
衆
生
と
い
い
ま

す
）
へ
の
慈
し
み
の
心
を
お
こ
さ
せ

ま
す
。

　
敬
い
と
慈
し
み
の
心
を
持
っ
て
供

養
す
る
こ
と
は
、
仏
様
と
亡
き
人
々

の
霊
に
大
変
喜
ん
で
も
ら
え
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
功
徳
は
故
人
の
霊
位

に
及
ん
で
、
仏
果
へ
進
む
力
強
い
励

ま
し
と
な
る
の
で
す
。

供
養
の
意
味

回
向
の
意
味

回
向
は
自
分
の
た
め
に
な
る

　
亡
き
人
の
冥
福
を
祈
る
こ
と
を
、

追
善
回
向
、
ま
た
つ
づ
め
て
〈
回
向

す
る
〉
と
い
い
ま
す
。
回
向
は
廻
向

と
も
書
き
ま
す
。

「
回
向
」
は
〈
回
ら
し
向
わ
す
〉
と

よ
み
ま
す
。
何
を
め
ぐ
ら
し
、
む
か

わ
せ
る
か
と
い
う
と
、
追
善
法
要
に

お
い
て
は
、
仏
前
に
お
供
え
し
、
僧

侶
を
招
い
て
読
経
供
養
し
て
、
そ
の

功
徳
を
霊
位
の
方
へ
め
ぐ
ら
し
、
む

か
わ
せ
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
自
他
と
も
に
仏
の
境
地
（
仏
果

菩
提
）
を
得
る
た
め
の
助
け
と
す
る

の
で
す
。

　
亡
き
人
の
た
め
に
す
る
こ
と
は
自

分
の
た
め
に
す
る
こ
と
で
も
あ
り
ま

す
。
な
ぜ
な
ら
親
し
い
人
の
菩
提
を

弔
い
、
回
向
す
る
こ
と
は
、
そ
の
行

い
を
通
じ
て
、
生
命
の
永
遠
性
（
生

き
通
し
の
い
の
ち
）
や
、
遠
い
祖
先

か
ら
自
分
に
繋
が
る
縁
の
不
思
議
さ

に
、
深
く
思
い
を
致
す
こ
と
に
な
り

ま
す
。
そ
れ
は
と
て
も
大
切
な
こ
と

で
あ
り
、
結
局
は
自
分
の
為
に
な
る

の
で
す
。
た
と
え
ば
、
池
に
石
を
投

げ
る
と
、
波
紋
は
遠
く
ま
で
広
が
り

ま
す
が
、
そ
の
よ
う
に
遠
く
に
及
ぶ

の
が
回
向
で
す
。
ま
た
波
は
岸
べ
に

行
く
と
、こ
ち
ら
に
返
っ
て
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
利
益
は
自
分
に
返
っ
て

く
る
の
で
す
。


