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婦
人
会
の

浄
財
を

施
設
に
寄
付

　

正
覚
寺
婦
人
会
の
皆
様
か

ら
御
寄
進
頂
い
た
浄
財
を
、
２
つ
の
施
設
に
５
万

円
づ
つ
合
計
10
万
円
分
寄
付
し
て
き
ま
し
た
。
一

つ
は
盛
岡
市
北
山
に
あ
る
「
善
友
乳
児
院
」
で
す
。

こ
の
施
設
は
、
様
々
な
事
情
に
よ
っ
て
保
護
者
が

育
て
ら
れ
な
い
乳
児
を
育
て
て
い
る
施
設
で
す
。 

こ
の
施
設
で
は
、
０
歳
の
乳
飲
み
子
か
ら
小
学
校

就
学
前
ま
で
の
子
供
を
預
か
っ
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
加
賀
野
に
あ
る
児
童
養
護
施
設

「
青
雲
荘
」
で
す
。
青
雲
荘
は
、
乳
児
を
除
い
て
、

保
護
者
の
い
な
い
子
供
や
虐
待
を
受
け
て
い
る
子

供
な
ど
様
々
な
理
由
で
家
庭
で
暮
ら
す
こ
と
が
で

き
な
い
子
ど
も
を
預
か
っ
て
い
る
施
設
で
す
。

　

ど
ち
ら
の
施
設
も
親
と
共
に
暮
ら
す
こ
と
の
で

き
な
い
子
供
達
の
た
め
の
施
設
で
す
。
私
は
仕
事

で
こ
う
い
っ
た
施
設
育
ち
の
子
供
達
と
接
し
て
い

ま
す
。
今
は
、
福
祉
が
充
実
し
て
お
り
、
服
装
や

持
ち
物
は
、普
通
の
子
供
達
と
同
じ
で
、町
で
会
っ

て
も
施
設
の
子
供
だ
と
は
全
く
気
づ
き
ま
せ
ん
。

　

建
物
も
昔
と
比
べ
立
派
で
、
冷
暖
房
完
備
の
充

実
し
た
生
活
環
境
で
す
。
し
か
し
親
が
身
近
に
居

な
い
ハ
ン
デ
キ
ャ
ッ
プ
は
あ
り
、
職
員
の
方
々
が

献
身
的
に
世
話
さ
れ
て
ま
す
が
、
一
人
が
何
人
も

の
子
供
達
の
世
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
、
本
当
の
親
と
は
ど
う
し
て
も
違
い
ま
す
。
ま

た
原
則
、
成
人
す
る
と
一
人
で
自
立
し
た
社
会
人

と
し
て
旅
立
つ
必
要
が
あ
り
ま
す
。
施
設
の
方
々

に
よ
る
と
、
事
故
で
両
親
を
亡
く
し
た
子
供
も
い

ま
す
が
、一
方
で
は
、虐
待
や
ネ
グ
レ
ス
ト
と
い
っ

た
親
が
未
熟
で
、
親
の
責
任
を
果
た
せ
な
い
ケ
ー

ス
も
あ
る
よ
う
で
す
。親
が
親
権
を
放
棄
す
る
と
，

養
育
者
と
の
関
係
が
ず
っ
と
安
定
し
て
続
く
特
別

養
子
縁
組
が
で
き
る
道
が
開
か
れ
ま
す
。　

問
題

あ
る
実
親
と
の
親
子
関
係
が
消
滅
し
、
新
し
い
両

親
の
も
と
で
安
定
し
た
環
境
が
子
ど
も
に
提
供
さ

れ
ま
す
。
し
か
し
、
親
権
を
手
放
さ
な
い
親
が
多

い
よ
う
で
す
。
私
が
施
設
を
見
学
し
た
際
、
幼
い

子
供
達
が
寂
し
そ
う
な
目
で
こ
ち
ら
を
見
つ
め
た

顔
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
う
い
っ
た
施
設
は
国

や
県
か
ら
補
助
金
を
受
け
て
い
る
関
係
上
、
支
出

項
目
が
厳
密
に
定
め
ら
れ
て
お
り
、
自
由
な
使
途

で
使
え
る
資
金
が
不
足
し
て
い
ま
す
。
皆
様
の
浄

財
が
こ
う
い
っ
た
子
供
達
の
た
め
に
役
立
て
ら
れ

ま
す
。

　

正
覚
寺
に
は
間
引
き
地
蔵
尊
が
奉
ら
れ
て
い
ま

す
。
昔
は
、
飢
饉
の
為
、
育
て
ら
れ
な
い
子
供
を

泣
く
泣
く
殺
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
が
あ
り

ま
し
た
。
今
は
飽
食
の
時
代
で
、
食
料
が
ゴ
ミ
と

し
て
処
分
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
今
で
も
、
赤

ん
坊
を
遺
棄
、
死
亡
さ
せ
る
事
件
は
全
国
的
に
後

を
絶
ち
ま
せ
ん
。
昨
年
、
岩
手
県
で
も
、
自
宅
で

出
産
し
た
赤
ち
ゃ
ん
を
袋
に
入
れ
て
遺
棄
し
た
と

し
て
、
若
い
母
親
が
逮
捕
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

母
親
も
相
当
に
悩
み
、
苦
し
ん
だ
上
で
の
犯
行
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
彼
女
を
罰
し
て
も
解
決
に

は
な
り
ま
せ
ん
。
今
は
一
人
一
人
が
孤
立
し
て

い
て
、
深
刻
な
問
題
を
相
談
し
た
く
て
も
、
出

来
な
い
人
が
い

ま
す
。
人
間
社

会
に
悩
み
が
つ

き
も
の
で
す
の

で
、
寺
は
檀
家

様
の
よ
き
相
談

相
手
に
な
れ
れ

ば
と
考
え
て
い

ま
す
。　

   

正
覚
寺
に
記
念
碑
が
建
立
さ
れ
た
和
洋
学
園
の
創
設

者
で
あ
る
堀
越
千
代
先
生
の
功
績
と
ご
生
涯
を
た
ど

る
『
堀
越
千
代 

自
営
の
心 —

日
本
女
子
教
育
の
先
駆

者—

』
が
岩
手
日
報
社
よ
り
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
堀
越

千
代
先
生
は
、
上
田
で
盛
岡
藩
士
、
村
野
儀
兵
衛
の
一

男
四
女
の
末
子
と
し
て
ご
誕
生
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
本
の
出
版
を
記
念
し
、
谷
藤
裕
明
盛
岡
市
長
と

和
洋
学
園
理
事
長
で
あ
る
長
坂
健
二
郎
先
生
の
特
別
対

談
が
盛
岡
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
ま
た
東
京
か
ら
長
坂
理

事
長
先
生
を
は
じ
め
和
洋
女
子
大
学
同
窓
会
長
の
■

梨
禮
子
氏
・
同
窓
会 

岩
手
県
支
部
長
の
菊
池
房
江
氏
、

原
敬
記
念
館 

元
館
長
で
あ
る
木
村
幸
治
先
生
を
は
じ

め
と
す
る
方
々
が
正
覚
寺
を
訪
れ
、
ご
献
本
を
頂
い
て

お
り
ま
す
。
創
立
１
２
６
年
を
迎
え
る
和
洋
学
園
を

創
っ
た
堀
越
千
代
先
生
は
生
涯
を
教
育
一
筋
に
生
き
、

多
く
の
女
性
に
職
業
婦
人
と
し
て
社
会
に
貢
献
し
、
自

立
し
た
人
間
と
し
て
生
き
る
希
望
を
与
え
ま
し
た
。
今

で
も
女
性
の
社
会
進
出
に
は
困
難
な
多
い
で
す
が
、
明

治
時
代
に
、
新
時
代
に
相
応
し
い
洋
裁
を
学
び
、
こ
れ

を
普
及
さ
せ
、
洋
裁
教
育
の
先
鞭
を
つ
け
る
と
い
う
偉

業
を
達
成
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
女
性
が
盛
岡
の

上
田
か
ら
輩
出
さ
れ
た
こ
と
は
郷
土
の
誇
り
で
す
。
現

在
、
和
洋
学
園
は
、
大
学
院
・
大
学
の
他
、
高
校
・
中

学
を
各
２
校
擁
し
て
い
ま
す
。
和
洋
学
園
ご
出
身
の

学
校
教
員
は
多
く
、
堀
越
高
等
学
校
は
芸
能
界
や
ス

ポ
ー
ツ
界
で
は
誰
も
が
一
目
置
く
高
校
で
す
。
正
覚
寺

壇
信
徒
の

皆
様
は
是

非
、
こ
の

本
を
お
手

に
と
っ
て

お
読
み
く

だ
さ
い
。
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岸
明
け



正覚寺寺報　令和 5年 4月

歩
行
瞑
想
の
勧
め

　

人
生
、
悩
み
や
不
満
は
つ
き
も
の
で
、
悩
み

や
不
満
が
蓄
積
し
た
心
の
ド
ロ
ド
ロ
は
ど
ん
ど

ん
溜
ま
り
ま
す
。
こ
れ
は
掃
除
を
サ
ボ
っ
た
家

と
一
緒
で
す
の
で
、
不
潔
で
、
精
神
衛
生
上
、

不
健
康
で
す
。
こ
の
ド
ロ
ド
ロ
は
周
囲
を
汚
染

し
、
悪
い
言
葉
を
周
囲
に
投
げ
か
け
た
り
、
意

地
悪
な
行
為
と
な
っ
て
現
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、

た
ま
に
掃
除
を
し
て
ゴ
ミ
を
捨
て
ま
し
ょ
う
。

心
が
快
適
で
、
周
囲
と
の
人
間
関
係
も
良
く
な

り
ま
す
。

　

で
は
心
の
掃
除
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
古
来

仏
教
で
は
、
こ
の
掃
除
の
方
法
と
し
て
、
瞑
想

が
あ
り
ま
す
。「
三
昧
」
と
も
漢
訳
さ
れ
、
イ

ン
ド
の
言
葉
で
サ
マ
ー
デ
ィ
ー
で
す
。
念
仏
三

昧
も
瞑
想
法
の
一
つ
で
、
よ
く
お
寺
で
念
仏
を

ひ
た
す
ら
唱
え
る
の
は
瞑
想
法
で
も
あ
る
わ
け

で
す
。

　

こ
の
瞑
想
で
す
が
、
座
禅
も
一
つ
の
方
法

で
、
有
益
で
す
が
、
足
が
痛
く
な
り
、
習
得
に

は
修
行
が
必
要
で
す
。
そ
こ
で
簡
単
な
方
法
と

し
て
、「
行
道
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
僧
が

行
列
し
て
経
を
読
み
な
が
ら
仏
殿
の
周
囲
を
歩

く
修
行
法
で
す
。
行
道
と
は
「
歩
行
瞑
想
」
で

あ
り
、
歩
行
瞑
想
の
基
本
的
な
行
い
方
を
紹
介

し
ま
す
。

　

お
寺
で
無
く
と
も
家
の
中
や
外
で
も
実
践
で

き
る
の
で
、
ぜ
ひ
お
試
し
く
だ
さ
い
。
ま
ず

「
ど
こ
を
歩
く
の
か
」を
決
め
ま
し
ょ
う
。
我
々

僧
侶
は
時
計
回
り
に
仏
像
の
周
囲
を
歩
き
ま
す

が
、
別
に
ど
こ
で
も
構
い
ま
せ
ん
。「
テ
ー
ブ

ル
の
回
り
を
４
、５
回
で
も
Ｏ
Ｋ
」
仏
教
の
修

行
法
で
は
、
自
己
を
観
察
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
ま
す
。
歩
き
な
が
ら
足
裏
の
感
覚
に
注
意
を

向
け
る
。
ど
こ
に
足
裏
の
重
心
が
あ
る
か
。
意

識
を
足
に
集
中
し
ま
す
。
感
覚
を
か
か
と
か
ら

つ
ま
先
ま
で
、
観
察
し
て
丁
寧
に
感
じ
取
っ
て

く
だ
さ
い
。
歩
く
こ
と
で
生
じ
る
事
象
に
意
識

を
向
け
て
歩
く
の
で
す
。
暫
く
歩
く
と
、
考
え

ご
と
や
雑
念
が
湧
い
て
き
ま
す
。
苦
痛
も
生
じ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
雑
念
を
払
う
こ
と
は
せ

ず
に
、
価
値
判
断
せ
ず
、
受
け
入
れ
て
、
ま
た

足
に
感
覚
を
集
中
し
て
く
だ
さ
い
。
雑
念
→
雑

念
に
気
づ
く
→
価
値
判
断
し
な
い
→
足
裏
を
観

察
→
雑
念　

こ
の
と
き
呼
吸
を
整
え
る
と
良
い

瞑
想
が
得
ら
れ
ま
す
。
息
を
吸
い
な
が
ら
「
右

に
一
歩　

左
に
一
歩
」
と
２
歩
、
息
を
吐
き
な

が
ら
「
右
→
左
→
右
→
左
」
と
４
歩
歩
き
ま
す
。

こ
う
す
れ
ば
自
然
に
腹
式
呼
吸
と
な
り
、
深
い

呼
吸
が
得
ら
れ
ま
す
。
つ
ぎ
に
自
分
の
行
為
を

一
つ
一
つ
言
語
化（
実
況
中
継
）し
て
み
ま
し
ょ

う
。
瞬
間
の
出
来
事
を
言
葉
に
表
す
の
で
す
。

足
が
着
い
た
と
き
は
「
着
い
た
」、
足
が
離
れ

た
と
き
は
「
浮
い
た
」
と
心
で
言
い
ま
す
。
こ

れ
を
先
ほ
ど
の
呼
吸
を
吸
い
な
が
ら
右
、
左
、

今
度
は
息
を
吐
き
な
が
ら
右
、
左
、
右
、
左
、

歩
数
を
合
わ
せ
な
が
ら
リ
ズ
ム
を
取
り
な
が
ら

行
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。終
わ
る
と
あ
ら
不
思
議
、

少
し
心
が
穏
や
か
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
雑

念
が
で
き
る
悩
み
や
不
満
の
原
因
は
「
我
に
あ

る
執
着
」
が
原
因
。
執
着
を
捨
て
れ
ば
、
悩
み

や
不
満
は
無
く
な
り
清
々
し
い
境
地
に
入
る
。

自
分
の
こ
と
も
思
い
通
り
に
行
か
な
い
の
に
、

息
子
、
娘
、
両
親
、
友
人
、
知
人
の
こ
と
な
ど

思
い
通
り
に
な
る
は
ず
が
無
い
。
一
歩
、
二
歩

と
歩
く
こ
と
で
仏
の
世
界
に
心
が
近
づ
く
。
つ

い
で
に
血
圧
も
下
が
る
。
明
る
く
生
き
る
手
立

て
と
し
て
、
歩
行
瞑
想
を
実
践
さ
れ
て
は
い
か

か
で
し
ょ
う
か
。

盛
岡
城
の
隠
し
砦

柴
　
内
　
宏
　
治

　

い
つ
の
時
代
も
非
常
時
に
備
え
て
手
は
ず
を
整
え
て
お

く
こ
と
が
必
要
で
す
。
盛
岡
南
部
藩
で
も
城
が
落
城
し
た

場
合
に
備
え
て
、
殿
様
や
奥
方
、
お
世
継
ぎ
が
落
ち
の
び
、

再
起
を
図
る
た
め
、
隠
し
砦
を
準
備
し
て
い
ま
し
た
。
こ

の
最
初
の
脱
出
先
が
盛
岡
妙
泉
寺
で
す
。
場
所
は
岩
山
の

展
望
台
に
上
が
る
途
中
に
あ
り
、
近
く
に
浄
水
場
が
あ
っ

て
、
そ
の
裏
手
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
妙
泉
寺
を
知
る
人
は
少
な
く
、残
念
な
が
ら
現
在
、

こ
の
お
寺
は
廃
寺
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
ご
本

尊
大
日
如
来
様
は
大
切
に
正
覚
寺
で
お
奉
り
し
て
い
ま

す
。
こ
の
仏
様
は
盛
岡
城
の
守
り
本
尊
で
あ
り
、
盛
岡
城

大
日
社
と
い
い
ま
す
。
後
に
盛
岡
妙
泉
寺
の
本
尊
と
さ
れ

ま
し
た
。
妙
泉
寺
の
廃
寺
後
、
藩
士
で
あ
る
正
覚
寺
檀
家

衆
に
よ
っ
て
当
山
に
遷
座
し
、
妙
泉
寺
の
場
所
は
同
じ
く

南
部
藩
士
の
出
で
あ
る
三
田
義
正
に
よ
っ
て
別
荘
と
し
て

使
用
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
は
岩
手
中
・
高
等
学
校
の
所
有

地
と
な
っ
て
い
ま
す
。
高
校
山
岳
部
が
合
宿
所
と
し
て
利

用
し
て
い
ま
す
が
、
職
員
で
も
迷
子
に
な
る
場
所
で
す
。

周
囲
は
鬱
蒼
と
し
た
森
と
な
っ
て
お
り
、山
の
陰
に
隠
れ
、

昼
な
お
暗
く
、人
を
寄
せ
付
け
な
い
荘
厳
な
雰
囲
気
で
す
。

　

こ
の
盛
岡
妙
泉
寺
は
、
江
戸
時
代
、
岳
明
泉
寺
の
山
伏

（
早
池
峰
山
の
山
伏
）
の
宿
寺
（
盛
岡
出
張
所
）
と
し
て

使
わ
れ
、
歴
代
盛
岡
藩
主
の
保
護
に
よ
り
、
祈
祷
や
修
験

を
行
っ
て
い
ま
し
た
。周
囲
に
は
足
軽
組
屋
敷
が
置
か
れ
、

こ
こ
に
配
置
さ
れ
た
足
軽
は
鉄
砲
足
軽
で
し
た
。
伝
説
で

す
が
、
お
城
か
ら
こ
の
寺
ま
で
秘
密
の
地
下
道
が
あ
っ
た

と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。

　

南
部
利
直
は
、
南
部
家
の
跡
目
争
い
で
あ
る
九
戸
政
実

と
の
戦
い
に
勝
利
し
、
盛
岡
に
居
城
を
整
備
し
ま
し
た
。

当
初
、
こ
の
戦
い
は
九
戸
方
が
優
勢
で
、
何
度
も
利
直
は

窮
地
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
ま
す
。　

こ
れ
を
救
っ
た
の

が
山
伏
で
、
情
報
に
精
通
し
、
武
術
に
秀
で
、
山
伏
だ
け

が
知
る
忍
び
道
が
方
々
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

こ
う
し
た
山
伏
に
救
わ
れ
た
利
直
は
、
豊
臣
配
下
の
蒲

生
氏
郷
の
加
勢
を
得
て
、
政
実
に
勝
利
し
ま
す
。　

利
直

は
、
正
月
に
は
盛
岡
城
に
山
伏
を
招
い
て
神
楽
に
よ
る
祈

祷
を
行
い
、
御
用
神
楽
と
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
岳

妙
泉
寺
の
山
伏
は
南
部
家
か
ら
異
例
の
好
待
遇
を
受
け
て

お
り
、
も
う
一
つ
の
妙
泉
寺
で
あ
る
遠
野
妙
泉
寺
と
の
優

先
論
争
に
も
勝
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
利
直
勝

利
に
貢
献
し
た
の
が
、
岳
系
統
の
山
伏
集
団
で
あ
っ
た
と

類
推
さ
れ
ま
す
。

　

さ
て
脱
出
路
の
続
き
の
話
を
し
ま
し
ょ
う
。想
定
で
は
、

脱
出
に
気
づ
い
た
敵
に
対
し
、
味
方
足
軽
が
鉄
砲
で
時
間

稼
ぎ
を
し
ま
す
。
こ
の
間
に
、
殿
、
お
世
継
ぎ
、
奥
方
は
、

盛
岡
妙
泉
寺
か
ら
山
伏
に
護
衛
さ
れ
て
、
山
ル
ー
ト
で
、

岳
妙
泉
寺
を
目
指
し
ま
す
。
岳
妙
泉
寺
は
、
現
在
、
早
池

峰
神
社
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
現
在
で
も
江
戸
時
代
の
建

物
を
残
し
て
お
り
立
派
な
神
社
で
す
が
、
江
戸
時
代
の
岳

妙
泉
寺
は
城
普
請
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
周
囲
に
堀
を
巡
ら

し
、石
垣
に
櫓
門
を
も
っ
た
堅
固
な
城
と
言
え
る
も
の
で
、

周
囲
に
は
山
伏
屋
敷
が
配
置
さ
れ
、
常
に
警
備
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

　

私
が
祖
父
や
檀
家
の
古
老
に
聞
い
た
話
は
こ
こ
ま
で

す
。
ま
た
南
部
藩
士
の
親
睦
団
体
、「
士
族
桑
田
」
の
機

関
誌
に
も
こ
の
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

早
池
峰
神
社
の
資
料
館
に
は
、
な
ん
と
こ
の
続
き
の
話
が

展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
岳
妙
泉
寺
か
ら
宮
古
領
小
国
村

よ
り
忍
び
道
が
存
在
し
、
宮
古
に
は
、
南
部
藩
の
御
用
船

が
二
艘
あ
り
、
水
主
五
人
が
取
り
立
て
ら
れ
て
い
た
と
す

る
古
文
書
の
存
在
で
す
。
な
ん
と
南
部
藩
は
、
さ
ら
に
海

か
ら
脱
出
す
る
準
備
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
先
は
ど
こ

に
行
く
予
定
で
あ
っ
た
の
か
気
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
伝
統
を
伝
え
る
盛
岡
山
伏
は
明
治
５
年
の

修
験
道
廃
止
令
に
よ
っ
て
、
解
散
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
山

伏
は
公
式
に
は
存
在
を
否
定
さ
れ
、
神
職
や
漢
方
薬
の
販

売
で
糊
口
を
凌
い
だ
よ
う
で
す
が
、
そ
の
伝
統
や
、
詳
し

い
記
録
の
多
く
は
散
逸
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
正

覚
寺
で
は
、
今
で
も
、
吉
祥
日
に
大
日
如
来
の
お
山
で
あ

る
早
池
峰
山
に
「
六
根
清
浄
」
を
お
唱
え
し
な
が
ら
登
り
、

奥
宮
に
参
拝
し
て
い
ま
す
。
前
回
の
登
山
で
も
私
が
袈
裟

を
つ
け
て
奥
宮
で
お
参
り
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
見
た
登
山

客
は
「
何
で
、
神

様
の
山
な
の
に
袈

裟
を
つ
け
た
坊
主

が
い
る
の
か
、」
と

言
わ
ん
ば
か
り
の

目
で
見
ら
れ
ま
し

た
。
檀
家
の
皆
様

は
、
こ
の
よ
う
な

経
緯
が
あ
る
こ
と

を
ご
記
憶
く
だ
さ

れ
ば
あ
り
が
た
い

で
す
。　
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十七回忌 平成19年 2007年

二十三回忌 平成13年 2001年
二十七回忌 平成9年 1997年
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