
常連の参拝者と離艦所で談笑する印莫代子さん（左端）0「お参りしてくださる
皆さんのおかげで、私はもつとります」と話す

朱
印
（
札
所
番
号
印
、
本
尊
を
象
徴
す
る
梵
字
＝

ぽ
ん
じ
■
－
印
、
札
所
名
の
印
）
と
本
尊
名
を
記
し
た

無
印
の
一
式
が
設
置
さ
れ
た
場
所
。
墓
守
さ
ん
管
理

の
お
堂
で
は
、
境
内
の
一
角
、
近
隣
に
あ
る
堂
守
さ

ん
宅
の
玄
関
前
、
へ
ん
ろ
宿
の
館
内
な
ど
が
納
経
所

の
あ
る
場
所
と
し
て
一
般
的
。
寺
院
で
は
境
内
に
納

経
所
が
あ
り
、
住
職
ら
が
筆
に
よ
る
墨
書
で
、
本
尊

名
な
ど
を
記
し
て
く
れ
る
。

花
替
え
な
ど
を
、
印
さ
ん
は
9

時
ご
ろ
に
行
う
。
「
こ
こ
に
参

ら
れ
仏
様
を
拝
む
方
は
素
晴
ら

し
い
人
ば
か
り
。
皆
さ
ん
の
元

気
を
吸
収
し
と
り
ま
す
」

た
だ
、
試
練
も
あ
っ
た
。
印

さ
ん
が
堂
守
さ
ん
だ
っ
た
⊥
9

9
0
年
1
2
月
、
昼
前
に
起
き
た

不
審
火
で
お
堂
と
本
尊
が
全
焼

し
た
。
責
任
を
感
じ
た
印
さ
ん

を
、
い
つ
も
巡
拝
し
て
い
た
お

へ
ん
ろ
さ
ん
た
ち
が
励
ま
し

た。
久
留
米
市
の
山
口
信
夫
さ
ん

（
7
5
）
、
君
代
さ
ん
（
苫
夫
妻
は

週
に
一
度
の
ペ
ー
ス
で
、
当
時

れ
た
ら
罰
が
当
た
る
」
。
涙
を

流
し
て
語
る
印
さ
ん
。
詑
年
秋
、

現
在
の
お
堂
が
完
成
し
た
。

●

　

一

J
R
篠
栗
駅
か
ら
多
々
良
川

を
渡
っ
た
高
田
地
区
。
詑
番
札

所
の
高
田
十
一
面
観
音
堂
は
、

伝
統
的
に
地
元
の
約
2
0
軒
で
つ

く
る
整
口
が
管
理
す
る
。

札
所
の
掃
除
は
、
2
軒
が
一

組
に
な
っ
て
⊥
週
間
ず
つ
担
う

仕
組
み
。
毎
朝
6
時
ご
ろ
か
ら
、

⊥
時
間
ほ
ど
か
け
境
内
を
掃

札
所
支
え
る
地
元
の
力

を
、
印
さ
ん
は
2
0
0
0
年
ご

ろ
ま
で
約
2
0
年
間
に
わ
た
り
守

っ
て
き
た
。

篠
栗
八
十
八
カ
所
の
札
所
は

約
4
分
の
工
が
寺
院
。
他
は
お

里
で
、
地
元
の
住
民
ら
が
「
守

望
者
（
望
守
さ
ん
）
」
と
し
て

代
々
、
管
理
し
て
い
る
。
お
堂

の
札
所
で
、
お
へ
ん
ろ
さ
ん
は

お
経
な
ど
を
上
げ
た
後
、
証
し

と
し
て
本
尊
名
な
ど
を
記
し
た

朱
印
。
無
印
を
「
納
経
野
で

押す。

5
番
札
所
は
お
堂
の
隣
に

「
納
経
野
が
あ
り
、
印
さ

ん
は
今
も
ほ
ぼ
毎
日
、
こ
こ

で
午
前
中
を
過
ご
す
。
「
あ

ん
ま
り
よ
そ
に
行
く
気
は
せ

ん
で
す
ね
」
。
屈
託
な
く
笑

う。

●

　

　

●

5
番
札
所
の
堂
守
さ
ん
は
現

在
、
印
さ
ん
の
長
男
和
博
さ
ん

（
6
5
）
。
和
博
さ
ん
は
八
十
八
カ

所
の
管
理
者
で
つ
く
る
篠
栗
四

国
霊
場
会
の
会
長
も
務
め
る
。

和
博
さ
ん
が
朝
7
時
ご
ろ
開

け
た
お
堂
の
掃
除
や
お
供
え
の

営
ん
で
い
た
豆
腐
店
か
ら
豆
腐

と
お
か
ら
を
運
び
、
仮
の
お
堂

前
で
お
へ
ん
ろ
さ
ん
に
料
理
を

振
る
琴
つ
「
お
接
待
」
を
始
め

た
。
心
の
こ
も
っ
た
料
理
に
、

お
へ
ん
ろ
さ
ん
た
ち
は
新
し
い

お
堂
を
建
て
る
た
め
の
資
金
を

寄
付
し
た
。
町
内
か
ら
も
続
々

と
善
意
が
寄
せ
ら
れ
た
。
「
忘

潤
掛
語

き
、
本
尊
や
脇
の
仏
像
に
茶
を

供
え
る
。
境
内
に
は
ご
み
一
つ

な
く
、
す
が
す
が
し
い
空
気
が

広
が
る
。
「
前
の
当
番
さ
ん
か

ら
受
け
継
い
だ
通
り
に
引
き
渡

し
た
い
。
み
ん
な
責
任
を
持
っ

て
い
る
」
。
組
合
代
表
者
の
藤

守
さ
ん
（
8
6
）
は
話
す
。

札
所
の
管
理
に
は
苦
労
も
多

い
。
さ
い
銭
泥
棒
が
後
を
蟹
」

ず
、
手
を
焼
い
た
時
期
も
あ
る
。

さ
い
銭
の
減
少
と
と
も
に
泥
棒

も
少
な
く
な
っ
た
が
、
掃
除
の

担
い
手
た
ち
の
高
齢
化
は
進

む。
町
中
心
部
を
見
渡
す
丘
の
上

に
、
ご
み
の
な
い
境
内
。
「
い

つ
も
こ
の
通
り
。
ほ
っ
と
す

る
」
。
藤
さ
ん
は
散
歩
が
て
ら
、

お
堂
の
様
子
を
見
る
の
を
日
課

に
し
て
い
る
。


