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「
歎
異
抄
」　

後
述　

続
き

　

お
お
よ
そ
聖し

ょ
う

教ぎ
ょ
う

に
は
、
真し

ん

実じ
つ
ご
ん権

仮け

と
も

に
あ
い
ま
じ
わ
り
そ
う
ろ
う
な
り
。
権
を

す
て
て
実
を
と
り
、
仮
を
さ
し
お
き
て
真

を
も
ち
い
る
こ
そ
、
聖し

ょ
う

人に
ん

の
御
本
意
に
て

そ
う
ら
え
。
か
ま
え
て
か
ま
え
て
聖し

ょ
う

教ぎ
ょ
う

を

み
み
だ
ら
せ
た
ま
う
ま
じ
く
そ
う
ろ
う
。

大
切
の
証
文
ど
も
、少
々
ぬ
き
い
で
ま
い
ら

せ
そ
う
ろ
う
て
、
目
や
す
に
し
て
、こ
の
書

に
そ
え
ま
い
ら
せ
て
そ
う
ろ
う
な
り
。

�

（
真
宗
聖
典
六
四
○
頁
）

三
月
二
十
日
（
月
）
午
後
一
時
三
十
分
厳
修

子
供
会
報
告

春
季
彼
岸
会
法
要

旅
行
記

詳
細
は
三
頁

詳
細
は
三
頁

詳
細
は
四
頁

　
「
権
」と
い
う
の
は
方
便
、「
仮
」と
い
う
の

は
一
時
的
な
教
え
、「
真
」は
永
遠
の
道
理
。

　

十
分
注
意
し
て
、
御
聖
教
を
自
分
の
考

え
で
見
誤
る
、
真
実
と
方
便
を
混
乱
し
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、『
歎
異
抄
』の
第

一
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
親
鸞
聖
人
の
お

言
葉
を
真
実
の
証
文
と
し
て
、
こ
の
書
に

添
え
て
あ
り
ま
す
。

　
『
歎
異
抄
』
と
い
う
の
は
だ
い
た
い
異
義

八
ヶ
条
が
中
心
。そ
の
異
義
八
ヶ
条
が
間
違

っ
て
い
る
事
を
証
明
す
る
証
文
と
し
て
、師

訓
十
ヶ
条
、一
条
か
ら
十
条
ま
で
の
お
言
葉

が
あ
る
。

　
「
こ
の
書
に
そ
え
ま
い
ら
せ
て
そ
う
ろ
う

な
り
。」と
書
い
て
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
別
に

添
え
て
あ
っ
た
も
の
が
有
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
人
も
い
る
が
、
私
は
そ
う
で
は
な

い
と
思
う
。
一
条
か
ら
十
条
ま
で
の
十
ヶ
条

が
真
実
の
教
え
を
親
鸞
聖
人
が
解
り
易
く

説
い
て
下
さ
っ
た
お
言
葉
。

　

八
ヶ
条
が
本
来
『
歎
異
抄
』と
名
前
が
示

す
通
り
異
義
八
ヶ
条
が
本
来
の
目
的
だ
が
、

そ
れ
に
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
を
前
に
出
し

て
い
る
。
こ
う
い
う
様
に
私
は
思
う
。

（
当
寺
ご
法
話
抜
粋
要
約
、
文
責
副
住
職　

釈
徹
照
）次
回
へ
続
く

　

第
十
一
条
か
ら
十
八
条
ま
で
に
書
い
て

あ
る
様
な
事
を
い
い
ふ
ら
し
て
、人
を
弟
子

に
し
よ
う
と
考
え
て
お
る
様
な
人
々
に
、迷

わ
さ
れ
そ
う
に
な
っ
た
時
は
、
親
鸞
聖
人

が
、
間
違
え
な
い
と
い
わ
れ
た
御
聖
教
を

読
み
な
さ
い
と
い
う
事
。

　

だ
か
ら
親
鸞
聖
人
の
著
作
は
入
っ
て
い

な
い
、
し
か
し
な
が
ら
我
々
に
と
っ
て
は
親

鸞
聖
人
の
御
著
作
は
当
然
の
事
。や
は
り
聖

典
を
中
心
と
し
た
聞
法
が
大
事
と
い
う
と

こ
ろ
が
そ
こ
に
あ
る
。
話
す
人
が
ま
ず
勉
強

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
聞
く
人
だ
け
が
勉

強
す
る
だ
け
で
は
な
い
、
聞
い
て
頂
く
こ
と

に
於
い
て
話
す
人
が
勉
強
さ
せ
て
も
ら
う
、

我
々
か
ら
云
う
な
ら
ば
、
親
鸞
聖
人
の
御
著

作
と
親
鸞
聖
人
が
推
薦
さ
れ
た
御
聖
教
を

よ
く
よ
く
拝
読
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

御
聖
教
は
、真
実
と
方
便
が
混
じ
っ
て
い

る
、『
大
無
量
寿
経
』
の
中
に
も
方
便
が
あ

る
。
あ
ら
ゆ
る
御
聖
教
に
は
、
真
実
に
導
か

れ
る
た
め
の
方
便
が
説
か
れ
て
い
る
。そ
れ

ほ
ど
我
々
は
真
実
に
疎
い
、方
便
が
な
い
と

真
実
に
入
れ
な
い
。
そ
の
為
に
釈
尊
は
方

便
を
お
説
き
に
な
り
、
又
、
釈
尊
の
こ
こ
ろ

を
う
け
た
菩
薩
と
か
、
高
僧
の
書
か
れ
た

も
の
に
も
方
便
が
あ
る
。

　

何
が
真
実
で
何
が
方
便
な
の
か
を
ハ
ッ

キ
リ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

報恩講講師　田畑正久先生

報恩講お斎
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う
け
が
た
き
人
身
を

い
ま
い
た
だ
い
て
お
り
、

聞
き
が
た
き
仏
法
に

い
ま
遇
う
て
い
る

宮
城
顗（『
生
と
死
』よ
り
）

真
の
依
り
処

真
の
依
り
処

　

前
回
は
「
宗
教
的
罪
」に
つ
い
て
考
え

て
み
ま
し
た
が
、
今
回
は
「
無
常
観
」に

つ
い
て
考
え
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
何
故
か
と
申
し
ま
す
と
、
西
洋

人
は「
罪
悪
感
」が
強
く
、日
本
人
は「
無

常
観
」の
方
が
強
い
と
も
い
わ
れ
ま
す
。

宗
教
的
根
本
に
こ
の
二
つ
の
要
素
が
あ

り
、
そ
れ
を
ど
う
超
え
る
か
に
宗
教
的

命
題
が
あ
る
こ
と
で
す
。

　

日
本
人
の
情
感
と
し
て
、「
物も

の

の
哀あ

わ

れ
」が
底
流
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

仏
教
伝
来
と
共
感
し
た
情
感
が

「
祇ぎ

お

ん園
精し

ょ
う

舎じ
ゃ

の
鐘か

ね

の
声こ

え

、
諸し

ょ

行ぎ
ょ
う

無む

常じ
ょ
う

の
響ひ

び
き

あ
り
」
で
は
じ
ま
る
平
家
物
語
が
象
徴

し
、
弘
法
大
師
空
海
の
作
と
い
わ
れ
る
、

「
い
ろ
は
」歌
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

諸
行
無
常
は
仏
法
の
三さ

ん
ぽ
う
い
ん

法
印
の
一
つ

で
あ
り
、
諸
行
無
常
を
自
覚
し
、
如
何
に

無
常
を
超
え
る
か
を
示
さ
れ
た
の
が
お

釈
迦
様
で
あ
り
ま
す
。

　

方
丈
記
を
書
い
た
鴨か

も
の

長ち
ょ
う

明め
い

は
「
ゆ
く

川
の
流
れ
は
絶
ず
し
て
、
し
か
も
、
も
と

の
水
に
あ
ら
ず
」と
書
き
、
天
災
・
飢
饉

の
様
子
を
記
し
、
無
常
観
を
嘆
く
の
で

あ
っ
た
。

　

無
常
観
を
超
え
る
命
題
は
大
き
く
、

深
遠
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
何
故
か
と

申
し
ま
す
と
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
意

味
を
問
い
、
こ
の
世
に
生
き
る
意
味
を

問
い
、
老
い
て
ゆ
く
身
を
問
い
、
病
の
身

を
問
い
、
死
し
て
ゆ
く
身
を
問
う
も
の

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
の
問
い
に
答
え

を
見
出
す
の
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
幸
い
に
二
千
五
百
年
前
に
お
釈
迦

様
が
こ
の
四
つ
の
問
い
を
問
い
、
城
を

捨
て
、
王
位
を
捨
て
て
苦
行
六
年
の
後
、

ま
だ
悟
れ
ず
と
し
て
、
菩
提
樹
の
下
に

結け

っ

か跏
趺ふ

ざ坐
さ
れ
、
悟
ら
ず
ば
立
た
じ
と

決
意
さ
れ
、
七
日
目
の
暁
に
魔
を
降く

だ

し

悟
ら
れ
、
悟
ら
れ
た
法
を
悦
ば
れ
た
の

で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、こ
の
悟
ら
れ
た

法
は
説
く
こ
と
は
出
来
な
い
と
、
死
の

う
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
梵ぼ

ん
て
ん天

が
そ
の
説

け
な
い
悟
り
の
法
を
我
々
に
説
い
て
下

さ
い
と
勧か

ん

請じ
ょ
う

さ
れ
、
そ
れ
で
は
説
こ
う

と
さ
れ
ま
す
が
、
だ
れ
に
説
こ
う
か
と

考
え
ら
れ
、
一
緒
に
六
年
間
修
行
し
た

五
人
の
比
丘
を
鹿ろ

く

野や

苑お
ん

に
尋
ね
、
説
か

れ
た
法
が
初し

ょ
て
ん転
法ぼ

う
り
ん輪
で
あ
り
ま
す
。
そ

れ
が
縁え

ん

ぎ起
の
法ほ

う

と
も
い
わ
れ
ま
す
。
二

十
九
才
で
城
を
出
て
、
六
年
間
修
行
し
、

三
十
五
才
で
悟
ら
れ
、
八
十
才
で
入
涅

槃
さ
れ
た
歩
み
の
中
で
、
初
転
法
輪
か

ら
入
涅
槃
の
四
十
五
年
間
に
説
か
れ
た

仏
教
が
今
日
、
浄
土
の
真
宗
と
し
て
、
大

乗
仏
教
の
至
極
と
し
て
、
末ま

っ
ぽ
う法

濁じ
ょ
く

世せ

の

二
十
一
世
紀
を
生
き
る
私
の
と
こ
ろ
ま

で
届
き
、
無
常
を
超
え
る
光
と
な
っ
て

世
を
照
ら
し
続
け
て
下
さ
い
ま
す
。
こ

の
教
え
な
く
ば
、
だ
れ
が
こ
の
世
の
無

常
を
超
え
ら
れ
ま
し
ょ
う
か
。

　

お
釈
迦
様
か
ら
七
高
僧
、
親
鸞
聖
人

の
求ぐ

道ど
う

の
証あ

か
し

と
し
て
、
未
来
世
ま
で
世

の
光
と
な
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
「
三さ

ん

帰き

依え

文も
ん

」の
「
人に

ん
じ
ん身
受う

け
難が

た

し
」の

冒
頭
の
言
葉
か
ら
、「
仏ぶ

っ

・
法ぽ

う

・
僧そ

う

」
の

三さ
ん
ぽ
う宝

に
帰き

え依
す
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
無

常
を
超
え
る
こ
と
を
示
し
、
蓮
如
上
人

の
「
白は

っ
こ
つ骨
の
御お

文ふ
み

」に
「
後ご

生し
ょ
う

の
一い

ち
だ
い大
事じ

」

と
し
め
さ
れ
、
今
こ
そ
念
仏
申
す
べ
き

と
勧か

ん

化け

さ
れ
教
え
示
し
て
い
て
下
さ
い

ま
す
。

　

金
子
大
栄
師
は
「
必
要
に
し
て
充
分

な
る
も
の
、
な
に
一
つ
無
駄
と
い
う
も

の
が
な
い
。
深
い
充
実
感
と
深
い
謝
念

を
も
っ
て
死
の
問
い
に
応
え
る
。」
と
お

念
仏
の
教
え
を
称た

た

え
ら
れ
て
い
る
。

　

涅
槃
経
に
「
諸し

ょ

行ぎ
ょ
う

無む

常じ
ょ
う

、
是ぜ

生し
ょ
う

滅め
っ

法ぽ
う

、

生し
ょ
う

滅め
つ

滅め
っ

巳き

、
寂じ

ゃ
く

滅め
つ

為い

楽ら
く

」と
示
し
、「
煩ぼ

ん
の
う悩

即そ
く

菩ぼ

提だ
い

・
生し

ょ
う

死じ

即そ
く

涅ね

槃は
ん

」と
示
さ
れ
る
。

あ
る
が
ま
ま
を
受
け
止
め
念
仏
の
と
こ

ろ
に
無
常
を
超
え
る
道
あ
り
。�

合
掌
。

悲
し
み
を
生
き
る

　

ひ
と
は
最
愛
の
人
と
別
れ
る
と
き
自

ら
の
愛
の
限
界
を
知
り
ま
す
。
あ
ら
ゆ

る
世
間
の
問
題
を
佛
法
の
問
題
と
し
て

頂
い
て
願
生
の
生
活
が
う
ま
れ
私
に

と
っ
て
何
よ
り
の
歓
び
で
す
。
師
か
ら

は
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
精
神
生
活
で

あ
り
、
師
に
出
遇
い
導
い
て
下
さ
ら
な

け
れ
ば
浄
土
を
願
生
す
る
事
は
出
来

ま
せ
ん
と
。
こ
の
愚
か
で
身
勝
手
な
私

が
浄
土
を
願
生
す
る
こ
と
は
大
変
不
思

議
な
こ
と
で
す
。
人
は
悲
し
み
や
苦
し

み
を
通
さ
な
い
と
見
え
な
い
も
の
で
す

ね
。
御
佛
の
教
え
が
身
を
指
し
ま
す
。

宿
業
因
縁
を
背
負
い
如
来
様
に
感
謝

申
し
上
げ
一
日
一
日
を
大
切
に
過
し
て

ま
い
り
ま
す
。
光
と
い
の
ち
に
摂
取
さ

れ
再
び
迷
い
苦
し
む
こ
と
の
な
い
阿
弥

陀
様
の
お
救
い
を
拠
り
処
に
し
て
生
き

る
こ
と
が
、
ほ
ん
と
う
に
落
ち
着
く
場

で
す
。
南
無
阿
弥
陀
佛

�

岡
田
ノ
リ
子
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あ
る
ご
門
徒
さ
ん
は
、
お
寺
に
頻
繁

に
通
っ
て
い
る
と
、
知
人
か
ら
何
故
そ

ん
な
に
お
寺
に
行
く
の
？
何
の
用
事
が

あ
る
の
？
と
聞
か
れ
る
ら
し
い
。
お
そ

ら
く
そ
の
知
人
は
お
寺
イ
コ
ー
ル
葬
儀

や
法
事
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
発
し
て
い

る
と
想
像
は
で
き
ま
す
。
世
間
の
大
半

は
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
ら
れ

て
い
る
と
も
思
い
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、

禅
宗
な
ら
参
禅
会
、
苦
行
の
宗
教
は
滝

行
が
あ
っ
た
り
、
お
遍
路
、
回
峰
行
な

ど
、
お
寺
は
基
本
的
に
お
坊
さ
ん
が
修

行
す
る
所
で
、
在
家
者
は
そ
の
一
分
を

体
験
す
る
と
い
う
こ
と
で
お
寺
や
仏
教

と
の
関
わ
り
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

で
は
浄
土
真
宗
は
と
い
う
と
聞
法
と

い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
会
を
開
催
す

れ
ば
聞
法
会
と
云
い
ま
す
。
仏
法
を
聞

く
、
も
っ
と
云
え
ば
仏
法
を
生
活
に
照

ら
し
て
身
と
心
で
味
わ
う
。
生
活
を
離

れ
て
仏
法
は
無
し
、
仏
法
を
離
れ
て
生

活
は
無
い
。
と
い
う
こ
と
を
聴
い
て
聴

い
て
聞
く
、
聴
聞
す
る
、
聴
聞
し
た
ら
生

活
が
快
適
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
け

ど
、
何
に
苦
悩
し
て
い
る
か
み
え
て
く

る
、
自
我
を
立
て
て
い
る
自
分
が
み
え

て
く
る
。
そ
れ
が
み
え
る
と
手
が
合
わ

さ
る
生
活
が
始
ま
る
。

　

お
彼
岸
を
通
し
て
本
当
に
手
が
合
わ

さ
る
こ
と
を
み
つ
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

　

亡
き
人
を
偲
び
つ
つ
ご
一
緒
に
お
念

仏
し
ま
し
ょ
う
。

�
副
住
職
（
釈
徹
照
）

お
彼
岸

春季
彼岸会法要

彼岸参り

・ 3月20日（月）春分の日
・ 午後1時30分～3時30分
　まで（1時受付）
・ 光照寺本堂にて
・ 勤行・法話

・ 3月17日（金）
　　　　～23日（木）の期間
　　　　（但し20日は除く）

※準備の都合上、出席人数をご連絡
下さい。預骨されている方は率先
してお参り下さい。
　ご参詣をお待ちしております。

※ご希望の日にちをお知らせ下さい。
時間につきましてはこちらで調整
させて頂きます。ご自宅か当寺の
いずれかで読経いたします。

「無常を超える道はただ一つ、
念仏申すことです。」

川越喜多院の五百羅漢

羅漢：無常の世界を超えるとは。
「煩

ぼんのう

悩具
ぐ

足
そく

の凡
ぼん

夫
ぷ

、火
か

宅
たく

無
む

常
じょう

の世
界は、よろずのこと、みなもっ
て、そらごとたわごと、まことあ
ることなきに、ただ念仏のみぞま
ことにておわします。」後序

子
供
会
報
告

子
供
会
「
ポ
ニ
ー
ク
ラ
ブ
」

子
供
報
恩
講

坊
守　

池
田　

邦
子

　

十
二
月
二
十
四
日（
土
）二
、三
日
暖
か
い

日
の
続
い
た
今
日
、
ク
リ
ス
マ
ス
イ
ヴ
。
当

寺
に
お
い
て
は
子
供
報
恩
講
を
大
人
七
名
、

小
人
八
名
の
参
加
を
得
て
厳
修
致
し
ま
し

た
。
陽
子
さ
ん
の
導
師
の
勤
行
か
ら
始
ま

り
、
恵
美
さ
ん
の
マ
マ

友
の
お
子
さ
ん
二
人

連
れ
て
の
初
参
加
あ

り
、
仏
様
の
お
話
、
本

の
読
み
聞
か
せ
、
カ
ル

タ
と
り
、子
供
達
の
大

き
な
声
が
本
堂
に
響

き
わ
た
り
ま
し
た
。
お

斉
は
手
巻
き
寿
司
、大

手巻きずし き
な
し
じ
み
の
味
そ
汁
や
生
ク
リ
ー
ム

た
っ
ぷ
り
の
ク
レ
ー
プ
を
頂
き
、
持
ち
よ
っ

た
品
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
交
換
で
盛
り
上
り
、楽

し
い
会
に
な
り
ま
し
た
。
恩
徳
讃
で
散
会

を
致
し
ま
し
た
。
次
回
は
四
月
三
日
（
月
）

花
ま
つ
り
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。
お
釈

迦
様
の
誕
生
佛
に
甘
茶
を
か
け
て
お
参
り

し
ま
す
。
お
出
か
け
下
さ
い
！

集合写真
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私
が
幹
事
長
？
？
？

�

谷　

口　

正　

司

　

消
去
法
で
は
あ
っ
て
も
、
私
が
幹
事
長

に
な
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
途
端
の
重
圧
感

を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

旅
行
の
打
ち
合
わ
せ
な
ど
で
は
、
当
然

の
よ
う
に
、幹
事
長
の
重
圧
が
押
し
寄
せ
て

き
ま
す
。

　
「
な
ん
と
し
て
も
旅
行
参
加
の
皆
様
を
、

無
事
旅
行
を
終
え
て
大
宮
ま
で
帰
っ
て
き

た
い
」、「
何
か
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
す
る
の
で

は
な
い
か
」、
こ
ん
な
こ
と
ば
か
り
頭
に
浮

か
ん
で
き
ま
す
。

　

こ
れ
が
、
旅
行
開
始
日
前
の
数
日
間
、
特

に
大
宮
駅
で
の
集
合
待
ち
の
と
き
に
、そ
の

ピ
ー
ク
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。（
見
た
目
は

普
通
の
よ
う
で
す
が
、心
の
中
で
は
そ
う
な

ん
で
す
！
！
！
）

　

い
つ
も
の
こ
と
な
の
で
す
が
、「
後
は
野

と
な
れ
山
と
な
れ
」と
臍
を
決
め
て
し
ま
え

ば
、
後
は
旅
行
完
遂
に
向
け
て
、
自
分
に
で

き
る
こ
と
を
精
一
杯
頑
張
る
の
み
な
の
で

す
が
…
。

　

幹
事
長
の
気
負
い
か
ら
、三
つ
も
の
企
画

を
準
備
し
て
い
た
が
、
一
つ
目
の
難
読
地
名

ク
イ
ズ
、
さ
す
が
に
埼
玉
県
の
地
名
は
正

答
率
が
高
か
っ
た
の
で
す
が
、旅
行
先
の
富

山
県
・
石
川
県
の
地
名
は
ほ
ぼ
全
滅
、

ち
ょ
っ
と
難
し
す
ぎ
た（
問
題
の
文
字
も
小

さ
す
ぎ
た
）の
で
失
敗
、
二
つ
目
の
大
宮
ア

ル
デ
ィ
ー
ジ
ャ
の
グ
ッ
ズ
は
、
過
去
３
回
は

ビ
ン
ゴ
の
賞
品
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
回

は
時
間
が
と
れ
な
く
て
配
布
す
る
の
み
と

な
り
こ
れ
も
失
敗
、
残
っ
た
一
つ
は
ボ
ツ
に

な
っ
て
失
敗
。

　

こ
の
旅
行
に
参
加
し
て
頂
い
た
方
々
に

は
、「
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
タ
イ
ト
な
の
で
、
時

間
厳
守
で
お
願
い
し
ま
す
」を
連
呼
し
て
い

る
幹
事
に
呼
応
し
、
時
間
通
り
に
集
合
し

て
頂
け
ま
し
た
。

　

さ
り
な
が
ら
、
旅
行
に
ご
参
加
の
皆
様

に
大
き
な
負
担
を
強
い
て
し
ま
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
、反
省
し
て
い
ま
す
。

　

特
に
、
高
齢
な
方
、
歩
行
に
不
安
も
持
っ

て
い
る
方
な
ど
が
、
遅
れ
な
い
よ
う
に
一
生

懸
命
歩
か
れ
て
い
る
姿
を
拝
見
し
て
、
感

動
を
覚
え
る
と
と
も
に
、も
う
少
し
易
し
い

旅
行
行
程
す
べ
き
だ
っ
た
と
、
次
回
光
照

寺
旅
行
へ
の
申
し
送
り
事
項
に
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　

余
談
で
す
が
、
鈴
木
大
拙
館
の
チ
ケ
ッ

ト
購
入
の
時
に
、
65
歳
以
上
の
人
は
割
引

に
な
る
こ
と
が
判
明
し
、
24
人
中
の
16
人

が
対
象
と
な
る
こ
と
が
分
か
っ
た
と
き
に
、

こ
れ
が
お
寺
の
旅
行
で
あ
る
こ
と
と
、日
本

の
高
齢
者
の
割
合
を
、
改
め
て
実
感
す
る

こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
場
に
い
た
方
々
も
同
じ
思
い
を
抱

い
た
の
で
は
…
。

　

幸
い
に
も
、
今
回
の
光
照
寺
旅
行
を
無

事
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、参
加
さ
れ

て
い
る
皆
様
と
、
旅
行
幹
事
・
事
務
局
が
一

体
と
な
っ
て
行
動
で
き
た
こ
と
が
一
番
良

か
っ
た
の
で
は
と
、私
は
感
じ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、旅
行
幹
事
の
淡
海
さ
ん
（
最
も

ベ
テ
ラ
ン
）、平
山
さ
ん（
今
回
が
初
め
て
）、

そ
し
て
、旅
行
事
務
局
の
副
住
職
（
最
も
若

い
の
に
旅
行
最
古
参
）に
、
慣
れ
な
い
幹
事

長
が
た
め
に
負
担
を
か
け
て
し
ま
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
…
。

　

唯
々
、感
謝
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

旅
行
を
終
え
て
、
何
の
役
割
も
な
く
光
照

寺
旅
行
に
参
加
す
る
日
が
い
つ
来
る
の
だ

ろ
う
か
、と
の
思
い
を
強
く
感
じ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
次
回
も
し
く
は
次
々
回
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、早
く
そ
う
な
り
た
い
と
願

う
ば
か
り
で
す
。

　

こ
の
旅
行
に
参
加
さ
れ
た
皆
様
、
適
宜
、

茶
々
（
？
）
を
入
れ
て
場
を
盛
り
上
げ
て

（
？
）頂
い
た
ご
住
職
様
、ご
法
話
を
頂
い
た

玄
吾
先
生
、
旅
行
幹
事
・
事
務
局
の
皆
様
、

本
当
に
お
疲
れ
様
で
し
た
。

　

そ
し
て
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

「
赤
尾
の
道
宗
」の
足
跡
に
見
た
も
の
は

�

淡　

海　

雅　

子

　

今
回
の
旅
の
企
画
は「
妙
好
人
赤
尾
の
道

宗
」に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、「
鈴
木
大
拙
館
」

を
含
め
富
山
、
金
沢
の
旅
と
し
た
。
道
宗
の

強
靭
で
持
続
的
な
求
道
精
神
の
足
跡
を
垣

間
見
て
企
画
当
事
者
は
感
激
し
て
い
る
。

参
加
者
の
皆
さ
ん
が
道
宗
の
姿
に
真
宗
を

考
え
る
糸
口
を
見
出
し
て
い
た
だ
け
れ
ば

こ
の
旅
行
は
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
出
来

た
と
い
え
よ
う
。

　

五
箇
山
に
道
宗
道
ト
レ
イ
ル
ラ
ン
と
い

　

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
九
日
〜
三
十

日
、光
照
寺
旅
行
『『
世
界
遺
産
五
箇
山
と
、

妙
好
人�

赤
尾
の
道
宗
を
訪
ね
て
』
―
北
陸

新
幹
線
に
乗
っ
て
富
山
・
金
沢
へ
―
と
題
し

て
北
陸
へ
旅
行
し
ま
し
た
。
幹
事
長
谷
口

氏
、
幹
事
淡
海
氏
、
平
山
氏
。
参
加
者
の

方
々
の
感
想
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
ま
し

た
。
皆
様
に
こ
の
紙
面
を
お
借
り
し
て
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

�

（
編
集
長　

副
住
職
池
田
孝
三
郎
）

【
旅
程
表
】

一
日
目

　

�

大
宮
駅
→
富
山
駅
→
（
昼
食
）→

西
赤
尾�

行
徳
寺
→
新
屋
道
善

寺
→
五
箇
山
（
相
倉
集
落
）→
井

波
別
院�

瑞
泉
寺
→
砺
波
ロ
イ

ヤ
ル
ホ
テ
ル
宿
泊
（
ホ
テ
ル
で

佐
々
木
先
生
の
ご
法
話
）

二
日
目

　

�

ホ
テ
ル
→
鈴
木
大
拙
館
→
金
沢

兼
六
園
→
（
昼
食
）→
ひ
が
し
茶

屋
街
→
近
江
町
市
場
（
買
物
）→

金
沢
駅
→
大
宮
駅
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う
大
会
が
あ
る
。
こ
れ
は
今
回
訪
問
し
た

五
箇
山
の
行
徳
寺
か
ら
井
波
の
瑞
泉
寺
ま

で
の
36�

㎞�

，
累
積
標
高
差
2
6
2
0
m
と

い
う
獣
道
と
細
い
稜
線
を
走
る
過
酷
な

レ
ー
ス
で
あ
る
。
道
宗
が
「
一
月
の
た
し
な

み
に
は
、
ち
か
き
と
こ
ろ
、
御
開
山
様
の
御

座
候
う
と
こ
ろ
へ
ま
い
る
べ
し
と
、
た
し
な

む
べ
し
」と
言
わ
れ
る
よ
う
に
蓮
如
上
人
の

教
え
を
受
け
る
た
め
に
通
っ
た
道
と
ほ
ぼ

同
じ
コ
ー
ス
で
あ
る
。
私
で
も
歩
け
る
か
と

地
図
を
調
べ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
と
て
も

挑
戦
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。行
徳
寺

で
の
道
宗
の
御
遺
徳
を
伺
い
法
を
聞
く
た

め
に
道
宗
を
命
が
け
で
挑
ま
せ
た
原
動
力

を
推
し
量
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

「
後
生
の
一
大
事
」こ
の
言
葉
に
『
今
、こ
こ
、

私
』
と
い
う
こ
と
を
重
ね
て
聴
か
せ
て
い
た

だ
い
た
。

　

佐
々
木
玄
吾
先
生
の
ご
法
話
を
伺
い
、

道
宗
に
上
人
の
お
お
せ
な
ら
ば
近
江
の
湖

を
一
人
し
て
う
め
る
と
言
わ
せ
た
お
心
が
、

親
鸞
聖
人
が
法
然
上
人
に
す
か
さ
れ
ま
い

ら
せ
て
念
仏
し
て
地
獄
に
お
ち
た
り
と
も

さ
ら
に
後
悔
す
べ
か
ら
ず
の
お
心
と
共
通

し
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
た
。善
知
識
に
出

会
う
事
は
人
で
は
な
く
そ
の
根
源
に
流
れ

る
法
で
あ
る
か
ら
こ
そ
共
通
し
て
感
じ
ら

れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
鈴
木
大
拙

先
生
は
日
本
的
霊
性
と
言
わ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　

初
日
は
小
雨
の
五
箇
山
で
は
あ
っ
た
が

秋
の
風
情
を
感
じ
、
ま
た
金
沢
で
は
兼
六

園
を
は
じ
め
観
光
名
所
を
満
喫
し
た
。
皆

様
と
共
に
と
て
も
い
い
旅
が
出
来
た
こ
と

に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。�

合
掌
。

行
徳
寺
を
訪
ね
て

�
平　

山　

正　

三

　

今
回
の
旅
行
は
幹
事
と
し
て
初
め
て
の

旅
行
で
し
た
が
、
参
加
者
皆
さ
ん
の
ご
協

力
に
よ
り
無
事
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

妙
好
人　

赤
尾
の
道
宗
開
基
の
寺
『
行

徳
寺
』を
訪
ね
、
住
職
不
在
の
た
め
坊
守
さ

ん
の
道
宗
に
関
わ
る
お
話
を
頂
き
、
道
宗

の
信
心
深
き
人
柄
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　
「
一
日
の
た
し
な
み
に
は
、
朝
勤
め
に
か

か
さ
じ
と
、
た
し
な
め
。
一
月
の
た
し
な
み

に
は
、
ち
か
き
と
こ
ろ
、
御
開
山
様
の
御
座

真
宗
王
国
の
北
陸
を
旅
す
る

�

住
職　

池　

田　

孝　

郎

　

北
陸
に
は
何
回
か
旅
行
し
ま
し
た
が
、

今
回
の
北
陸
の
旅
は
感
動
の
旅
で
あ
っ

た
。
何
故
か
と
思
え
ば
、
五
箇
山
の
相
倉
合

掌
造
り
の
集
落
は
尋
ね
て
は
い
た
が
、一
般

の
旅
行
会
社
の
企
画
で
あ
っ
た
の
で
、赤
尾

の
道
宗
の
寺
、「
行
徳
寺
」
を
訪
れ
て
い
な

か
っ
た
。
是
非
行
き
た
い
と
願
っ
て
い
た
と

こ
ろ
、
幹
事
の
方
が
旅
行
の
メ
イ
ン
と
し
て

企
画
さ
れ
実
現
し
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。

　

蓮
如
上
人
の
御
一
代
記
聞
書
の「
近
江
の

湖
を
一
人
し
て
埋
め
よ
」
と
上
人
が
仰
せ
ら

れ
て
も
、「
そ
の
時
わ
た
く
し
は
、畏

か
し
こ
まり

ま
し

た
と
申
す
で
あ
ろ
う
。
仰
せ
で
あ
れ
ば
成

ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
筈
が
な
い
。」
と
道
宗
が

い
わ
れ
た
と
す
る
背
景
が
如
実
に
身
を

も
っ
て
頷
く
こ
と
が
出
来
た
こ
と
は
最
大

の
収
穫
で
あ
っ
た
。
割
木
の
寝
姿
も
、
瑞
泉

寺
へ
真
冬
の
晨じ

ん

朝ち
ょ
う

に
雪
を
押
し
て
参
る
話

し
も
、
後
生
の
一
大
事
の
こ
と
も
、
報
恩
で

あ
り
、
命
が
け
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
知
ら

さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
赤
尾
道
宗

心
得
二
十
一
箇
条
が
道
宗
そ
の
も
の
の
心

得
で
あ
り
ま
し
た
。

　

又
、
何
故
北
陸
が
真
宗
王
国
に
成
り
得

た
か
の
背
景
に
も
、
蓮
如
上
人
の
ご
苦
労

は
然
る
事
な
が
ら
、
五
代
目
綽
如
上
人
の

北
陸
開
教
と
、
中
国
か
ら
の
使
者
の
国
書

と
返
書
に
綽
如
上
人
が
関
わ
り
日
本
侵
略

の
危
機
を
救
い
、
後
小
松
天
皇
の
勅
願
所

と
し
て
瑞
泉
寺
が
存
在
し
た
こ
と
の
由
来

を
知
り
、
真
宗
王
国
の
端
緒
を
開
か
れ
た

原
初
を
垣
間
見
た
思
い
で
あ
り
ま
し
た
。

候
う
と
こ
ろ
へ
ま
い
る
べ
し
と
、
た
し
な
む

べ
し
。
一
年
の
た
し
な
み
に
は
、
御
本
寺
へ

ま
い
る
べ
し
と
、た
し
な
む
べ
し
」。
こ
の
言

葉
が
一
番
印
象
に
残
っ
た
お
話
で
あ
っ
た
。

　

私
も
、
毎
年
京
都
の
本
山
へ
の
お
参
り

は
無
理
で
あ
る
が
、
毎
日
の
朝
勤
め
、
月
一

回
の
光
照
寺
へ
の
お
参
り
は
行
う
よ
う
心

が
け
て
い
こ
う
と
思
う
。

　

ま
た
、
行
徳
寺
本
堂
の
ご
本
尊
右
側
に

は
、
寝
て
も
眠
り
に
く
い
よ
う
に
し
て
、
如

来
の
御
慈
悲
を
思
わ
せ
て
頂
き
念
仏
す
る

た
め
に
割
木
の
上
に
寝
た
と
伝
え
ら
れ
て

い
る
割
木
の
上
に
臥
し
て
い
る
臥
像
が
安

置
さ
れ
て
お
り
、
左
側
の
壁
に
は
棟
方
志

功
の
版
画
の
拡
大
版
「
ご
し
ょ
う
の
一
大
事

　

い
の
ち
の
あ
ら
ん
か
ぎ
り　

ゆ
だ
ん
あ

る
ま
じ
き
事
」
が
貼
っ
て
あ
っ
た
。
こ
の
言

葉
は
赤
尾
道
宗
心
得
二
十
一
箇
条
の
第
一

条
で
あ
る
。

　

別
棟
の
宝
物
館
に
は
、
道
宗
に
関
す
る

た
く
さ
ん
の
資
料
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。

　

ホ
テ
ル
到
着
後
の
佐
々
木
玄
吾
先
生
の

ご
法
話
も
道
宗
に
関
わ
る
お
話
で
蓮
如
上

人
御
一
代
記
聞
書
の
「
道
宗
、近
江
の
湖
を

一
人
し
て
う
め
よ
」「
畏
ま
り
た
る
。
仰
せ
に

て
候
わ
ば
、な
ら
ぬ
こ
と
、あ
る
べ
き
か
」と

の
お
話
は
、
道
宗
が
蓮
如
上
人
を
信
頼
し

信
順
し
て
い
た
か
が
伺
わ
れ
る
。

　

行
程
の
厳
し
い
中
で
、
妙
好
人
赤
尾
の

道
宗
と
い
う
人
に
少
し
で
は
あ
る
が
、触
れ

ら
れ
た
こ
と
に
感
謝
を
し
、
道
宗
二
十
一
箇

条
の
一
つ
で
も
実
行
で
き
た
な
ら
と
思
う
。

　

御
同
行
の
皆
さ
ん
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

行徳寺にて
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富
山
・
金
沢
・
赤
尾
の
道
宗
を
た
ず
ね
て

�

坊
守　

池　

田　

邦　

子

　

小
雨
そ
ぼ
降
る
富
山
、
流
石
に
寒
い
、
バ

ス
を
走
ら
せ
昼
食
後
、
早
速
赤
尾
の
道
宗

開
基
の
寺
、
行
徳
寺
さ
ん
へ
参
詣
広
い
本

堂
に
て
、
坊
守
様
に
は
道
宗
の
逸
話
を
懇

切
丁
寧
に
た
っ
ぷ
り
と
お
聞
か
せ
頂
き
ま

し
た
。
蓮
如
上
人
を
師
と
仰
い
だ
妙
好
人
、

お
念
仏
の
（
ア
ミ
ダ
様
の
）御
恩
を
忘
れ
な

い
為
割
り
木
を
敷
き
布
団
代
り
の
上
に
横

た
わ
る
、
木
像
の
涅
槃
像
を
拝
ま
せ
て
頂

き
ま
し
た
。
ホ
テ
ル
到
着
後
「
道
宗
・
近
江

の
湖
を
一
人
し
て
う
め
よ
」
の
佐
々
木
先
生

の
御
法
話
を
拝
聴
し
ま
し
た
。
蓮
如
上
人

に
全
幅
の
心
を
持
っ
て
、さ
か
ら
わ
ず
従
っ

て
行
か
れ
、
又
、
仏
恩
報
謝
の
念
に
生
き
ら

れ
た
道
宗
さ
ん
の
人
間
性
に
は
、
頭
の
下
が

る
思
い
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
次
の
日
は
鈴

木
大
拙
館
見
学
、
平
成
二
十
八
年
同
朋
新
聞

十
一
月
に
館
長
の
木
村
宣
彰
師
（
報
土
寺
住

職
）
の
「
最
も
抽
象
的
な
る
も
の
を
最
も
具

体
的
に
見
る
鈴
木
大
拙
」
の
記
事
あ
り
、
そ

れ
を
読
み
今
私
が
、
如
来
の
呼
び
声
を
具
体

的
に
聞
き
、
考
え
る
事
の
大
切
さ
を
学
び
ま

し
た
。
当
寺
の
旅
行
が
本
当
に
タ
イ
ム
リ
ー

な
旅
に
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
副
住
職
、
三
幹

事
さ
ん
の
企
画
に
感
謝
、
御
参
加
頂
い
た
方

へ
感
謝
、有
り
難
う
御
座
居
ま
し
た
。�

合
掌

赤
尾
の
道
宗
に
思
い
を
馳
せ
て

�

副
住
職　

池　

田　

孝
三
郎

　

今
回
、
幹
事
さ
ん
と
旅
行
の
企
画
を
立

て
る
に
当
た
り
、
北
陸
新
幹
線
で
北
陸
へ

と
決
定
し
、真
宗
土
徳
の
あ
る
地
で
あ
る
の

　

そ
し
て
、
近
代
の
真
宗
に
大
き
く
貢
献

さ
れ
た
、
鈴
木
大
拙
師
の
鈴
木
大
拙
館
を

拝
観
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。禅
と
念
仏
が
融

合
し
静
寂
の
中
に
凜
と
し
た
空
間
に
、
浄

土
の
風
光
を
感
じ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
師
は

禅
の
大
家
で
あ
る
と
共
に
、
真
宗
に
傾
倒

さ
れ
、
妙
好
人
を
英
文
で
世
界
に
紹
介
さ

れ
る
と
と
も
に
、
教
行
信
証
を
英
文
で
翻

訳
さ
れ
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
よ
り
完

成
し
た
も
の
と
し
て
近
年
出
版
さ
れ
た
。

禅
を
世
界
に
知
ら
し
め
る
と
共
に
、
浄
土

真
宗
を
も
世
界
に
知
ら
し
め
て
下
さ
っ
た

功
績
は
大
き
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ

を
大
拙
館
と
し
て
の
空
間
に
於
い
て
感
じ

感
慨
も
一
入
で
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
だ
ま
だ
北
陸
は
多
く
の
、
奥
深
い
文

化
を
秘
め
て
お
り
、再
々
に
訪
れ
た
い
と
思

う
旅
で
あ
り
ま
し
た
。

�

南
無
阿
弥
陀
仏
。

で
、
真
宗
の
ご
旧
跡
巡
り
は
膨
ら
ま
せ
ば

膨
大
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
絞
り
込
む
の

が
一
苦
労
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
絵
解
き

サ
ー
ク
ル
で
丁
度
学
ん
で
い
た
こ
と
も
あ

り
、
富
山
県
赤
尾
の
道
宗
を
訪
ね
る
こ
と

を
目
玉
と
し
て
旅
程
を
組
む
こ
と
に
決
ま

れ
ば
内
容
が
早
く
に
ま
と
ま
っ
た
か
な
と

思
い
ま
し
た
。

　

道
宗
さ
ん
は
幼
く
し
て
父
母
と
死
別
し
、

父
母
を
慕
う
憶
い
で
求
め
た
は
て
に
蓮
如

上
人
と
の
巡
り
遇
い
を
経
て
、
真
実
の
親

（
阿
弥
陀
）
に
出
遇
い
弥
陀
の
本
願
に
帰
し

て
行
か
れ
た
方
で
す
。
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド

は
い
く
つ
か
あ
っ
て
、「
四
十
八
本
の
割
木
の

上
で
寝
て
、
寝
て
て
も
弥
陀
の
本
願
の
ご
恩

を
忘
れ
な
い
よ
う
に
」と
い
う
こ
と
や
、「
月

に
一
度
の
井
波
の
瑞
泉
寺
へ
の
参
詣
（
約
30

㎞
強
）
や
、
大
雪
の
大
晦
日
か
ら
元
旦
に
か

け
て
の
瑞
泉
寺
へ
の
参
詣
、
又
、
京
都
の
本

山
へ
の
参
詣
も
一
年
の
た
し
な
み
に
し
て
お

ら
れ
ま
し
た
。（
昔
は
す
べ
て
徒
歩
で
す
。）」

　

ホ
テ
ル
に
て
佐
々
木
玄
吾
先
生
の
ご
法

話
で
お
話
頂
き
ま
し
た
「
道
宗
、近
江
の
湖

を
一
人
し
て
う
め
よ
」
は
『
蓮
如
上
人
御
一

代
記
聞
書
』一
九
二
条
の
蓮
如
上
人
の
お
言

葉
で
す
が
、そ
の
文
脈
に
お
い
て
、「
凡ぼ

ん

夫ぶ

の

身み

が
仏ぶ

つ

と
な
る
と
い
う
善ぜ

ん

知じ
し
き識
の
仰お

お

せ
」と

い
う
の
は
、た
だ
た
だ
頂
い
て
い
く
念
仏
者

の
有
り
様
を
改
め
て
学
ば
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
。
そ
し
て
、
道
宗
さ
ん
に
お
い
て
は
前

述
し
た
内
容
を
持
っ
て
具
体
的
求
道
の
生

活
を
送
っ
て
行
か
れ
た
と
感
じ
さ
せ
て
頂

き
、
赤
尾
の
地
に
足
を
運
ん
だ
こ
と
で
道

宗
さ
ん
の
ご
精
神
に
触
れ
ら
れ
ま
し
た
。

幹
事
様
は
じ
め
参
加
者
の
皆
様
と
、
又
、
娘

の
唯
奈
と
貴
重
な
旅
行
が
出
来
ま
し
た
こ

と
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。�

合
掌

瑞
泉
寺

�

赤　

秀　

品　

枝

　

昨
年
十
月
二
十
九
日
三
十
日
光
照
寺
の

旅
行
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。幹

事
の
皆
様
に
は
お
世
話
に
な
り
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

私
は
一
番
心
に
残
っ
た
の
は
井
波
別
院

瑞
泉
寺
で
す
。
本
願
寺
第
五
代
綽
如
上
人

が
開
か
れ
た
そ
う
で
す
。
勧
進
帳
を
作
ら

れ
有
縁
の
人
の
浄
財
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ

た
そ
う
で
す
。
瑞
泉
寺
は
、
火
災
に
あ
う
度

に
再
建
さ
れ
て
今
日
も
立
派
な
本
堂
や
山

門
が
そ
び
え
立
っ
て
い
て
圧
倒
さ
れ
ま
し

た
。
真
宗
王
国
と
は
言
え
今
日
ま
で
富
山

の
井
波
と
い
う
と
こ
ろ
に
脈
々
と
続
い
て

い
る
こ
と
に
驚
き
、
又
親
鸞
聖
人
の
報
恩

講
、
御
正
忌
、
綽
如
上
人
法
要
等
が
年
間
行

事
と
し
て
続
い
て
い
る
こ
と
に
も
驚
き
で

す
。
仏
法
興
隆
は
今
日
な
か
な
か
む
ず
か

し
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
立
派
な
お

寺
が
人
々
の
生
き
る
場
と
し
て
そ
び
え

立
っ
て
い
る
こ
と
に
力
強
さ
を
感
じ
ま
し

た
。
参
道
の
両
側
の
彫
刻
の
店
々
も
ゆ
っ
く

り
見
学
し
た
か
っ
た
の
で
す
が
時
間
の
余
裕

が
な
く
て
残
念
で
し
た
。
機
会
が
あ
っ
た
ら

再
度
訪
ね
て
行
き
た
い
場
所
に
な
り
ま
し
た
。

北
陸
の
旅
、富
山
・
金
沢
へ

�

大　

塚　

陽　

子

　

今
回
は
、
北
陸
新
幹
線
で
富
山
と
金
沢

五箇山相倉集落にて
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の
真
宗
に
ゆ
か
り
の
地
を
訪
ね
る
と
い
う

こ
と
で
、
北
陸
方
面
は
初
め
て
だ
っ
た
の

で
、
新
鮮
な
気
持
ち
で
参
加
し
ま
し
た
。
そ

し
て
今
回
、息
子
と
二
人
の
参
加
に
な
り
ま

し
た
。

　

初
日
は
、“
赤
尾
の
道
宗
”で
有
名
な
蓮
如

上
人
の
弟
子
で
妙
好
人
が
開
基
し
た“
行
徳

寺
”“
道
善
寺
”を
訪
ね
、
山
あ
い
の
冬
は
雪

深
い
所
で
、
信
心
を
得
て
、
念
仏
を
弘
め
た

の
だ
と
思
う
と
、
大
変
だ
っ
た
ろ
う
と
い
う

思
い
が
わ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
寝
る
時
は
木

を
並
べ
て
、
そ
の
上
で
如
来
の
ご
恩
を
常
に

忘
れ
て
は
い
け
な
い
と
あ
え
て
寝
て
い
た
と

聞
き
、す
ご
い
方
だ
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。

　

世
界
遺
産
に
な
っ
た
合
掌
造
り
で
有
名

な
五
箇
山
を
訪
ね
、
昔
の
人
の
生
活
の
知

恵
に
感
心
し
ま
し
た
。

　

井
波
別
院
は
、
本
山
の
よ
う
に
広
い
敷

地
で
、ま
た
建
物
も
立
派
で
驚
き
ま
し
た
。

　

二
日
目
は
、
金
沢
へ
移
動
し
、
鈴
木
大
拙

館
や
兼
六
園
へ
行
き
観
光
し
ま
し
た
。ひ
が

し
茶
屋
街
も
散
策
し
、
地
酒
な
ど
お
み
や

げ
を
買
い
、そ
の
後
で
、
近
江
町
市
場
も
行

き
、金
沢
の
見
所
を
堪
能
し
た
日
で
し
た
。

　

今
回
は
、
富
山
、
金
沢
と
そ
れ
ぞ
れ
魅み

力り
ょ
く

あ
る
場
所
を
訪
ね
る
こ
と
が
で
き
、新
た
な

発
見
も
あ
り
、
大
変
意
義
深
い
旅
行
に
な

り
ま
し
た
。

　

光
照
寺
に
は
、
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
旅
行
幹
事
の
方
に
も
準
備
や
お

世
話
を
頂
き
、有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

北
陸
（
富
山
・
金
沢
）へ

�

大　

塚　

雄　

介

　

今
回
、
真
宗
王
国
と
呼
ば
れ
る
北
陸
の

旅
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
現
地
の
真

宗
に
対
す
る
思
い
の
深
さ
を
知
り
ま
し

た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
お
寺
や
井
波
別
院
に
彫
刻

な
ど
数
々
の
展
示
が
あ
っ
て
教
え
が
弘
ま

り
、
根
付
い
て
い
な
か
っ
た
ら
現
代
に
残
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

旅

�

岡　

田　

ノ
リ
子

　

秋
の
旅
行
シ
ー
ズ
ン
の
良
き
日
に
光
照

寺
の
北
陸
旅
に
参
加
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
。
越
中
五
箇
山
、
赤
尾
の
行
徳
寺
で
は
、

道
宗
さ
ま
の
辛
い
生
い
立
ち
が
身
に
し
み

ま
し
た
。
四
才
で
母
と
死
別
し
、
十
三
才
で

父
と
の
別
れ
、親
の
い
な
い
悲
し
み
を
な
げ

き
ど
う
し
た
ら
親
に
逢
え
る
だ
ろ
う
か
と

思
う
ば
か
り
で
し
た
が
、夢
の
中
で
蓮
如
上

井波瑞泉寺にて

テ
ル
で
は
佐
々
木
玄
吾
先
生
の
法
話
を
あ

り
が
た
く
拝
聴
し
、
強
く
心
を
動
か
さ
れ

ま
し
た
。
特
に
、
ホ
テ
ル
で
の
夕
食
中
参
加

者
一
人
一
人
の
旅
行
等
の
思
い
出
話
に
対

し
て
、
例
の
池
田
住
職
の
上
手
な
コ
メ
ン
ト

で
盛
り
上
り
、
楽
し
い
想
い
出
の
一
つ
と
な

り
ま
し
た
。
副
住
職
初
め
幹
事
の
皆
様
に

感
謝
感
謝
で
す
。

　

福
光
・
才
川
七
と
い
う
地
に
私
の
曽
祖

父
、
祖
父
と
父
の
生
誕
の
地
で
あ
り
三
年

前
家
内
と
二
人
で
、
当
時
の
北
川
家
の
皆

が
お
世
話
に
な
っ
た
浄
土
真
宗
の
宗
善
寺

の
四
十
五
代
目
住
職
と
本
堂
の
阿
弥
陀
様

に
御
礼
申
し
上
げ
ら
れ
た
事
が
つ
い
最
近

の
如
く
想
い
出
さ
れ
ま
し
た
。
金
沢
も
す

ば
ら
し
く
心
に
残
り
ま
し
た
が
、富
山
の
地

は
、格
別
の
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。�

合
掌

話
す
人
に
な
れ

�

佐
々
木　

玄　

吾

　

先
師
細
川
巌
先
生
は
、
私
が
四
十
二
才

の
時
に
「
聞
く
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
話
す

人
に
な
っ
て
こ
そ
、
自
利
利
他
で
あ
る
」と

い
う
お
手
紙
を
下
さ
っ
た
。今
回
光
照
寺
の

旅
行
で
、「
道
宗
、近
江
の
湖
を
一
人
し
て
埋

め
よ
」
と
い
う
話
を
さ
せ
て
も
ら
っ
た
の
も

そ
の
お
手
紙
の
実
践
で
あ
っ
た
。

　

人
は
皆
、
壇
上
に
立
た
な
く
て
も
話
す

人
で
あ
る
。親
は
子
に
と
っ
て
は
善
知
識
で

あ
る
。
善
知
識
と
は
自
ら
善
知
識
を
持
つ

人
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
道
宗
が
五
百
年

経
っ
た
今
も
人
々
の
尊
敬
を
集
め
て
い
る

の
は
自
ら
蓮
如
上
人
を
善
知
識
と
し
て
仰

い
だ
か
ら
で
あ
る
。
私
共
も
一
人
の
師
を

人
に
遇
う
と
別
れ
る
こ
と
の
な
い
親
に
逢

え
ま
す
よ
と
告
げ
ら
れ
、
真
剣
に
上
人
の

お
話
を
聞
き
帰
依
さ
れ
た
と
。
そ
れ
か
ら

命
の
あ
る
か
ぎ
り
、
油
断
し
て
は
な
ら
ぬ

と
、自
分
の
身
を
責
め
そ
の
心
を
せ
め
て
問

い
聞
か
せ
る
。道
宗
は
救
わ
れ
る
は
ず
の
な

い
そ
の
身
に
ご
恩
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
夜

は
四
十
八
本
の
割
木
の
上
に
寝
て
す
ご
し
、

自
分
の
如
き
あ
さ
ま
し
い
人
間
は
布
団
の

上
に
ね
て
は
ご
恩
が
忘
れ
て
し
ま
う
、せ
め

て
眠
り
に
く
い
ま
き
の
上
に
寝
て
お
念
佛

申
す
だ
け
と
、こ
れ
は
ご
恩
の
あ
り
が
た
さ

と
、人
間
と
か
く
苦
し
み
悲
し
み
辛
さ
が
過

ぎ
て
し
ま
う
と
忘
れ
て
し
ま
う
愚
か
者
で

す
が
深
い
教
え
を
頂
き
、
人
生
の
無
常
に

心
を
打
た
れ
本
願
に
遇
っ
て
感
動
し
大
悲

の
光
に
照
ら
さ
れ
る
ゆ
え
に
我
身
の
あ
さ

ま
し
さ
に
わ
び
、た
だ
お
念
佛
申
す
し
か
な

い
こ
の
身
で
あ
る
と
言
い
伝
え
て
逝
か
れ

た
お
念
佛
者
で
あ
り
ま
す
。
私
は
こ
の
よ

う
な
り
っ
ぱ
な
念
佛
者
に
今
日
お
遇
い
出

来
ま
し
た
事
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

�

南
無
阿
弥
陀
佛

参
加
の
想
い
出

�

北　

川　

美
智
雄

　

光
照
寺
の
行
事
と
な
っ
て
い
ま
す
旅
行

へ
の
参
加
は
、
こ
の
数
年
来
毎
回
、
私
用
と

重
な
り
叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
今
回
は
、弥

陀
の
お
導
き
と
思
わ
れ
る
様
に
旅
行
の
ご

案
内
以
来
か
ら
、
わ
く
わ
く
す
る
思
い
で
、

私
に
と
っ
て
初
め
て
の
北
陸
新
幹
線
で
富

山
・
金
沢
へ
世
界
遺
産
五
箇
山
と
、妙
好
人

赤
尾
の
道
宗
を
訪
ね
て
、砺
波
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
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持
っ
て
道
宗
の
如
く
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

住
岡
夜
晃
師
云
わ
く「
我
が
子
一
人
を
動

か
す
母
は
人
類
の
教
師
で
あ
る
」「
念
仏
の

親
の
願
い
は
、
念
仏
の
子
に
な
っ
て
く
れ
、

そ
れ
が
た
っ
た
一
つ
の
願
い
で
あ
る
」
と
。

願
い
は
話
と
な
っ
て
子
の
心
に
届
く
。

　

安
楽
集
に
云
く「
前
に
生
れ
ん
者
は
後
を

導
き
、後
に
生
れ
ん
者
は
前
を
訪
え
」と
。

北
陸
へ
の
旅

�

佐
々
木　

文　

子

　

今
回
も
ま
た
、
御
同
朋
の
皆
様
と
共
に

楽
し
い
旅
に
お
誘
い
頂
き
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

　

こ
の
旅
で
の
一
番
の
感
動
は
、
常
々
聞
か

せ
て
い
た
だ
く
『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞

書
』に
あ
る
“「
道
宗
、近
江
の
湖
を
一
人
し
て

埋
め
よ
」と
仰
せ
候
う
と
も
「
畏
り
た
る
」と

申
す
べ
く
候“
の
、行
徳
寺
参
拝
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
お
話
を
聞
い
て
い
た
か
ら
私
は
、
平

成
五
年
、豊
平
へ
喜
ん
で
行
け
た
の
で
あ
る
。

　

細
川
先
生
の
お
勧
め
で
夫
は
す
ぐ
に
決

心
し
た
。
そ
し
て
私
は
「
豊
平
へ
行
っ
た
ら

沢
山
の
友
達
が
で
き
る
よ
」と
夫
に
促
さ
れ

て
決
断
。
そ
れ
を
報
告
し
た
時
の
先
生
の

お
顔
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。「
そ
れ
は
よ
か
っ

た
。
鬼
に
金
棒
だ
」と
。

　

本
堂
で
の
坊
守
様
の
お
話
に
も
感
動
し

た
。
毎
夜
割
木
の
上
で
寝
ら
れ
る
道
宗
様

の
お
姿
を
再
度
し
っ
か
り
と
心
に
刻
ん
だ
。

　

五
箇
山
の
と
ん
が
り
屋
根
の
絵
の
よ
う

な
風
景
。
だ
が
現
地
で
生
活
さ
れ
る
人
々

の
思
い
や
暮
ら
し
は
大
変
だ
ろ
う
と
思
う
。

　

ホ
テ
ル
で
夕
食
の
後
、皆
さ
ん
と
の
交
流

が
出
来
た
の
が
、
と
て
も
よ
か
っ
た
。
光
照

寺
で
又
、お
会
い
し
ま
し
ょ
う
。�

合
掌

妙
好
人
「
赤
尾
の
道
宗
を
訪
ね
て
」

�

佐
々
木　

み　

つ

　

今
回
の
北
陸
新
幹
線
―
富
山
―
金
沢
の

旅
で
初
め
て
参
加
さ
れ
ま
し
た
松
原
さ
ん

親
子
と
一
緒
に
行
け
ま
し
た
こ
と
は
嬉
し

く
又
楽
し
い
二
日
間
で
し
た
。後
日
逢
い
ま

し
た
時
に
行
っ
て
良
か
っ
た
と
思
い
出
話

が
出
来
ま
し
た
。

　

蓮
如
上
人
に
師
事
さ
れ
た
道
宗
の
お
話

を
行
徳
寺
で
聞
き
感
動
し
薪
の
上
に
横
に

な
っ
て
い
る
道
宗
の
お
姿
に
頭
が
下
り
手

を
合
せ
ま
し
た
。

　

鈴
木
大
拙
館
で
は
水
鏡
の
庭
で
静
か
に

目
を
と
じ
座
っ
て
い
る
方
を
見
て
「
無
心
」

と
い
う「
何
も
の
に
も
囚
わ
れ
な
い
心
で
行

え
ば
う
ま
く
い
く
、そ
れ
が
何
で
あ
れ
い
か

な
る
媒
介
物
を
も
用
い
な
い
の
で
あ
る
」あ

の
方
は
何
を
思
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

夕
食
前
の
佐
々
木
玄
吾
先
生
の
お
話
で

善
知
識
の
人
か
ら
の
や
さ
し
い
言
葉
で
人

は
叱
ら
れ
な
い
と
い
け
な
い
の
だ
。
普
通
で

は
考
え
ら
れ
な
い
の
だ
け
れ
ど
叱
っ
て
く

れ
る
人
と
親
し
く
な
り
尊
敬
す
れ
ば
実
感

と
し
て
我
が
身
に
良
き
こ
と
が
お
こ
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
お
話
を
聞
き
特
に
尊

敬
す
る
と
い
う
言
葉
に
気
が
付
き
ま
し
た
。

　

山
並
み
か
ら
沸
き
立
つ
霧
の
美
し
さ
を

バ
ス
か
ら
眺
め
二
日
目
の
兼
六
園
、
昼
食
、

買
物
も
楽
し
く
光
照
寺
様
又
幹
事
の
皆
様

に
感
謝
と
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
帰
路

バ
ス
の
中
で
の
か
え
歌
、
ク
イ
ズ
と
に
ぎ
や

か
で
夢
の
様
で
し
た
。�

合
掌

北
陸
路
の
旅
行
に
参
加
し
て

�

清　

水　

俊　

雄
、　

令　

子

　

今
回
、
光
照
寺
の
旅
行
に
初
め
て
夫
婦

で
参
加
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
団
体
旅
行

に
不
慣
れ
な
私
た
ち
で
し
た
が
、皆
様
の
温

か
い
御
気
遣
い
を
頂
き
最
後
ま
で
色
々
見

る
こ
と
が
で
き
あ
り
が
た
く
思
っ
て
お
り

ま
す
。
富
山
・
金
沢
に
出
か
け
る
の
は
始
め

て
で
期
待
を
膨
ら
ま
せ
て
の
出
発
。
北
陸

新
幹
線
に
乗
る
の
も
始
め
て
で
大
宮
駅
を

出
て
い
つ
の
間
に
か
長
野
駅
、
速
い
な
と

思
っ
て
い
る
う
ち
に
富
山
駅
に
到
着
。富
山

の
街
並
み
も
こ
ち
ら
と
違
い
雪
の
降
る
と
こ

ろ
に
来
た
の
だ
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

　

五
箇
山
（
相
倉
集
落
）周
辺
に
は
、
赤
尾

道
宗
が
開
か
れ
た
行
徳
寺
に
、
創
建
さ
れ

た
道
善
寺
、
建
物
が
立
派
で
重
厚
な
井
波

別
院
瑞
泉
寺
と
数
々
の
お
寺
が
あ
る
の
に

は
感
動
し
ま
し
た
。
ま
た
、
佐
々
木
玄
吾
先

生
の
法
話
『
道
宗
、
近
江
の
湖
を
一
人
し
て

う
め
よ
』に
は
、
私
の
出
身
地
が
滋
賀
県
で

小
さ
い
頃
は
毎
日
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
琵

琶
湖
を
見
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
ん
な
こ
と

が
出
来
る
の
か
な
と
思
い
な
が
ら
耳
を
傾

け
て
聞
き
入
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　

翌
日
は
、
金
沢
の
名
勝
地
を
堪
能
し
、
思

い
出
あ
る
旅
路
で
し
た
。
趣
味
の
写
真
に

少
し
没
頭
し
た
旅
行
で
、
撮
影
し
た
写
真

は
作
品
展
に
展
示
し
ま
し
た
。
足
の
不
自

由
な
私
を
見
守
っ
て
頂
き
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
今
ま
で
に
な
い
２
日
間
で

1
7
，
0
0
0
歩
ほ
ど
歩
き
ま
し
た
が
、楽

し
い
旅
行
で
し
た
。

真
宗
王
国
を
旅
し
て

�

藤　

原　

自　

雄

　

昨
年
の
４
月
下
旬
に
福
井
県
を
旅
行
し
、

護
持
会
の
平
山
さ
ん
と
と
も
に
蓮
如
上
人

御
影
道
中
の
列
に
加
わ
り
ま
し
た
。
春
の

北
陸
路
を
御
影
道
中
の
目
的
地
で
あ
る
吉

崎
御
坊
ま
で
、
全
国
各
地
か
ら
参
加
さ
れ

た
門
徒
の
方
々
と
と
も
に
、
上
人
の
御
影

を
載
せ
た
輿
を
引
き
な
が
ら
歩
き
ま
し

た
。
途
中
で
立
ち
寄
る
寺
や
各
集
落
の
沿

道
で
、
多
く
の
門
徒
の
方
々
が
輿
に
手
を

合
わ
せ
ら
れ
る
姿
を
見
て
、
そ
の
祈
り
を

肌
で
感
じ
ま
し
た
。こ
こ
は
古
く
か
ら
山
や

川
も
念
仏
し
て
い
る
地
、“
真
宗
王
国
”な
ん

だ
と
、改
め
て
思
い
ま
し
た
。

　

今
年
の
光
照
寺
の
旅
行
は
富
山
・
石
川
両

県
へ
の
旅
。
奇
し
く
も
福
井
県
と
は
隣
組
で

佐々木先生のご法話
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“
真
宗
王
国
”と
呼
ば
れ
る
土
地
。
私
に
と
っ

て
御
縁
を
強
く
感
じ
る
旅
と
な
り
ま
し
た
。

　

富
山
駅
か
ら
バ
ス
に
乗
り
、
ま
ず
は
向

か
っ
た
の
は
「
赤
尾
の
道
宗
」が
開
基
し
た

五
箇
山
の
行
徳
寺
と
道
善
寺
で
し
た
。バ
ス

は
ひ
た
す
ら
山
奥
へ
と
走
り
ま
し
た
。長
い

ト
ン
ネ
ル
を
幾
つ
も
潜
り
抜
け
て
た
ど
り

着
い
た
の
は
山
深
い
里
。そ
こ
に
行
徳
寺
と

道
善
寺
は
あ
り
ま
し
た
。
道
宗
は
山
深
い

五
箇
山
を
隅
か
ら
隅
へ
歩
か
れ
念
仏
を
広

め
ら
れ
た
方
。
ま
た
嗜
み
と
し
て
月
に
一
度

は
井
波
の
御
坊
へ
参
詣
さ
れ
、
年
に
一
度
は

遠
く
本
山
に
参
詣
さ
れ
た
方
と
い
う
こ
と

は
承
知
し
て
お
り
ま
し
た
が
、実
際
に
縁
の

寺
に
お
参
り
し
て
、
高
い
山
々
、
深
い
谷
を

目
に
し
て
、
道
宗
の
御
苦
労
、
情
熱
に
心
打

た
れ
ま
し
た
。

　

次
に
向
か
っ
た
の
は
同
じ
く
五
箇
山
に

あ
る
合
掌
造
り
の
相
倉
集
落
で
し
た
。
現

地
の
ガ
イ
ド
さ
ん
の
案
内
で
集
落
を
見
学

し
、
建
物
や
こ
の
土
地
の
人
々
の
暮
ら
し
、

文
化
等
の
説
明
を
受
け
ま
し
た
。
そ
の
話

は
報
恩
講
で
い
た
だ
く
お
斉
の
料
理
内
容

に
ま
で
及
び
。
ガ
イ
ド
さ
ん
の
「
こ
こ
ら
辺

の
人
は
、
ほ
と
ん
ど
真
宗
門
徒
で
す
。
な
ん

と
い
っ
て
も
真
宗
王
国
で
す
か
ら
…
」
と
の

説
明
に
、
道
宗
は
今
も
人
々
の
心
の
中
に

生
き
続
け
布
教
な
さ
っ
て
い
る
…
。そ
ん
な

こ
と
を
思
っ
た
り
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
旅
行
で
多
く
の
名
所
、
旧
跡
を

巡
り
ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
思
い
出
深
く

心
に
残
っ
て
お
り
ま
す
。そ
の
中
で
も
特
に

強
い
印
象
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
は
金
沢

の
鈴
木
大
拙
館
で
す
。

　

鈴
木
大
拙
は
禅
宗
を
世
界
に
紹
介
し
た

仏
教
哲
学
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

一
方
で
は
真
宗
と
の
御
縁
も
深
く
、大
谷
大

学
で
奉
職
さ
れ
、
曾
我
量
深
先
生
や
金
子

大
榮
先
生
と
も
親
交
の
あ
っ
た
方
で
す
。

私
は
20
代
の
頃
、
大
拙
先
生
に
心
ひ
か
れ

た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
。
久
々
に
“
大
拙
の

世
界
”に
浸
る
こ
と
が
で
き
て
良
い
時
を
過

ご
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

色
々
な
こ
と
が
あ
り
、色
々
な
思
い
出
を

残
し
て
く
れ
た
旅
行
と
な
り
ま
し
た
。
旅

行
幹
事
の
皆
様
を
は
じ
め
、
共
に
旅
行
を

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
皆
様
に
は
色
々
と
お

世
話
に
な
り
ま
し
た
。あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。�

合
掌

北
陸
旅
行

�

松　

原　

孝　

子

　

旅
行
に
参
加
で
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

　

北
陸
新
幹
線
に
は
じ
め
て
乗
っ
て
、
景

色
を
楽
し
め
ま
し
た
。

　

五
箇
山
の
ガ
イ
ド
さ
ん
の
説
明
、良
か
っ

た
で
す
。

　

兼
六
園
も
前
に
行
き
ま
し
た
が
、
た
だ

歩
い
た
だ
け
で
今
度
は
ガ
イ
ド
さ
ん
の
説

明
が
あ
り
よ
く
わ
か
り
楽
し
か
っ
た
で
す
。

　

帰
り
の
バ
ス
の
中
、
住
職
さ
ん
の
お
話
、

ク
イ
ズ
、替
え
歌
と
っ
て
も
た
の
し
く
私
事

で
す
が
佐
々
木
さ
ん
に「
い
い
お
話
が
聞
け

て
楽
し
い
わ
よ
」と
聞
い
て
い
た
通
り
、
良

い
お
話
で
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

光
照
寺
の
み
な
さ
ま
、
役
員
の
み
な
さ

ま
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

北
陸
旅
行
に
行
っ
て

�

松　

原　

未
知
代

　

今
回
初
め
て
旅
行
に
参
加
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

母
の
知
り
合
い
の
佐
々
木
さ
ん
も
一
緒

で
心
強
く
、母
の
田
舎
と
い
う
こ
と
も
あ
り

行
こ
う
と
言
う
事
に
な
り
ま
し
た
。

　

行
徳
寺
さ
ん
新
屋
道
善
寺
さ
ん
瑞
泉
寺

さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
あ
り
、
他
の
土
地

で
の
お
寺
さ
ん
巡
り
を
し
て
み
た
く
な
り

ま
し
た
。

　

五
箇
山
の
集
落
は
雨
で
イ
ヤ
だ
な
ぁ
と

思
っ
た
け
れ
ど
、写
真
を
と
っ
た
ら
幻
想
的

な
雰
囲
気
に
撮
れ
て
い
て
晴
れ
よ
り
結
果

的
に
は
良
か
っ
た
で
す
。

　

兼
六
園
は
違
う
季
節
に
又
行
っ
て
み
た

い
で
す
。

　

足
が
痛
か
っ
た
り
、
母
と
旅
行
に
行
く

機
会
も
無
か
っ
た
の
で
す
が
、良
い
機
会
を

あ
た
え
て
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

　

こ
れ
か
ら
は
近
場
で
も
行
け
た
ら
良
い

な
ぁ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

ホ
テ
ル
の
夕
食
で
配
ら
れ
た
、
お
せ
ち
プ

レ
ゼ
ン
ト
に
応
募
し
た
ら
当
た
り
ま
し
た
!!

　

と
に
か
く
北
陸
の
旅
は
良
い
事
づ
く
め

で
し
た
。

　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

旅
行
に
初
参
加
し
て

�

柚　

木　

英　

一

　

妻
を
亡
く
し
た
ご
縁
に
て
参
加
さ
せ
て

頂
き
ま
し
た
。

　

最
も
印
象
に
残
っ
た
事
は
赤
尾
の
道
宗

様
で
す
。
道
宗
様
は
先
生
か
ら
、
琵
琶
湖
を

一
人
で
埋
め
な
さ
い
、
と
言
わ
れ
れ
ば
何
の

疑
い
無
く
喜
ん
で
受
け
承
り
、
妻
か
ら
、
お

み
や
げ
が
少
な
い
、
と
言
わ
れ
れ
ば
旅
装

も
解
か
ず
に
厳
し
い
雪
の
山
路
を
先
生
の

も
と
へ
引
き
返
し
た
等
の
話
は
私
は
い
か

に
先
生
や
上
司
の
真
意
や
妻
の
苦
労
を
理

解
し
よ
う
と
し
な
い
自
己
中
の
人
間
で

あ
っ
た
か
思
い
知
り
ま
し
た
。

　

鈴
木
大
拙
館
の
庭
は
、
心
が
静
か
に
澄

ん
で
ゆ
く
不
思
議
な
空
間
で
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
、現
地
で
な
い
と
得
ら
れ
な

い
貴
重
な
体
験
を
隣
の
先
輩
（
私
の
お
守

役
？
）に
口
数
少
な
く
話
し
て
い
る
間
に
大

宮
に
着
い
て
し
ま
い
、
私
の
若
い
頃
に
は
、

ま
る
一
日
か
か
る
所
を
改
め
て
新
幹
線
の

威
力
に
驚
き
ま
し
た
。

金沢兼六園にて
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オ
バ
マ
大
統
領
が
広
島
を
安
部
首

相
が
真
珠
湾
を
訪
問
し
歴
史
的
な
行

動
を
評
価
さ
れ
、
和
解
の
象
徴
、
不
戦

の
誓
い
と
い
う
未
来
志
向
の
同
盟
関

係
を
強
調
し
た
。
戦
争
は
悲
劇
で
あ

る
が
、
地
球
上
に
戦
争
が
な
か
っ
た
日

は
な
い
。
複
雑
な
国
家
、
国
民
の
エ
ゴ

は
一
時
に
均
衡
を
得
た
と
し
て
も
環

境
が
変
わ
れ
ば
事
態
は
急
変
す
る
。

戦
い
に
あ
っ
た
も
の
は
悲
し
み
を
共

に
す
る
こ
と
な
し
に
恨
み
が
許
し
に

変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
私
た
ち
と
悲
し

み
を
共
に
し
て
く
だ
さ
る
の
が
如
来

の
大
悲
で
あ
り
、そ
の
前
に
は
自
ら
の

あ
り
様
を
常
に
問
わ
れ
、
縁
が
あ
れ

ば
何
を
す
る
か
分
か
ら
な
い
我
が
身

を
揺
り
動
か
さ
れ
る
。
個
の
集
団
が

国
家
で
あ
る
こ
と
を
心
に
留
め
な
く

て
は
な
る
ま
い
。
合
掌�

釈
尼
雅
亮

法
要
の
ご
案
内

◦
春
季
彼
岸
会
法
要　

三
月
二
十
日

（
月
）、午
後
一
時
三
十
分
よ
り
厳
修
。

光
照
寺
護
持
会

会
員
の
方
は
護
持
会
費
の
納
入
を
お
願

い
致
し
ま
す
。
又
、
随
時
新
会
員
受
付

中
。
別
紙
案
内
を
ご
覧
下
さ
い
。
総
会
は

六
月
十
日
。

聞
法
会
の
お
知
ら
せ

◦
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
に
聞
く
会　

講
師
は
延
塚
知
道
先
生
（
大
谷
大
学
特
別

任
用
教
授
）
三
月
十
日
、
五
月
二
十
九
日
、

七
月
二
十
四
日
、
午
後
一
時
半
〜
四
時

半
。『
教
行
信
証
』を
学
ん
で
い
ま
す
。

◦
大
経
の
会

二
月
二
十
六
日
、
三
月
四
日
、
四
月
二
十

九
日
、
五
月
七
日
、
午
前
十
時
〜
午
後
三

時
ま
で
。
講
師
は
佐
々
木
師
と
住
職
の
担

当
月
別
。『
正
信
偈
讃
仰
』（
五
）
を
学
ん
で

い
ま
す
。
お
弁
当
持
参
し
て
下
さ
い
。

◦
我
聞
の
会

二
月
十
五
日
、
三
月
十
五
日
、
四
月
十
三

日
、
五
月
十
一
日
、
午
後
二
時
〜
四
時
ま

で
。「
真
宗
の
簡
要
」（
住
職
著
）
サ
ブ
テ
キ

ス
ト
「
無
量
寿
経
に
聞
く
」（
松
原
祐
善

著
）を
学
ん
で
い
ま
す
。
講
師
は
住
職
。

◦
微
風
学
舎

毎
月
開
催
。
午
後
七
時
〜
九
時
ま
で
。
講
師

は
副
住
職
。「
顕
浄
土
」
の
教
学
‐
親
鸞
に
お

け
る
現
生
不
退
の
視
座
‐
（
副
住
職
著
）
サ

ブ
テ
キ
ス
ト
「
今
日
の
こ
と
ば
」「
真
宗
の
生

活
」を
学
ん
で
い
ま
す
。
二
月
二
十
一
日
、
三

月
二
十
七
日
、
四
月
十
八
日
、
五
月
二
十
二

日
。聲

明
サ
ー
ク
ル
「
響
き
」

第
五
期
聲
明
サ
ー
ク
ル
開
講
。
二
ケ
月

に
一
回
開
催
、
二
年
間
。
日
常
勤
行
を

楽
し
く
学
ん
で
い
ま
す
。
興
味
あ
る
方

は
ご
参
加
下
さ
い
。
次
回
、
三
月
二
十

七
日
、
五
月
二
十
二
日
。
午
後
二
時
〜

四
時
、講
師
は
副
住
職
。

絵
解
き
サ
ー
ク
ル

親
鸞
聖
人
、
蓮
如
上
人
な
ど
、
絵
解
き

を
通
し
て
学
ん
で
い
ま
す
。
興
味
あ
る

方
は
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
二
月
二
十
一

日
、
四
月
十
八
日
、
六
月
六
日
。
午
後
二

時
〜
四
時
。

さ
い
た
ま
親
鸞
講
座

午
後
二
時
〜
四
時
。
会
場
は
大
宮
川
鍋
ビ

ル
。
四
月
十
五
日
、
六
月
十
日
。
講
師
は
四

衢
亮
氏
。

お
願
い

ご
自
宅
で
法
事
の
際
は
駐
車
場
を
ご
用
意

下
さ
い
。

住
所
・
電
話
番
号
変
更
の
際
は
必
ず
ご
連
絡

下
さ
い
。
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

�

吉
澤　

光
昭

遠
浅
間
開
平
橋
の
初
景
色

殺
生
の
仕
掛
け
は
置
か
で
松
の
内

雑
煮
餅
小
さ
く
切
ら
る
る
齢
か
な

寺
務
所
よ
り

�

山
田　

恒

ど
ち
ら
様
母
は
菩
薩
で
生
き
て
ま
す

十
字
架
を
避
け
て
邪
心
の
迷
い
道

�

佐
藤　

セ
ツ
子

「
嫁
さ
ん
に
花
教
え
て
ね
」と
言
え
し
子
は

　

め
と
ら
ず
の
ま
ま
吾
に
先
だ
つ

「
お
じ
さ
ん
へ
」と
書
き
添
え
ら
れ
し
似
顔
絵
は

　

な
き
息こ

子
の
部
屋
の
鴨
居
を
か
ざ
る

�

佐
々
木　

玄
吾

冬
晴
れ
に
多
摩
川
土
手
を
一
人
歩
く

　

自
立
の
体
作
ら
ん
と
し
て

親
指
と
人
差
し
指
で
輪
を
作
り

　

虚
弱
の
目
安
ふ
く
ら
は
ぎ
計
る

�

赤
秀　

品
枝

忘
恩
の
我
に
知
ら
せ
ん
わ
が
夫つ

ま

は

　

菩
薩
で
あ
る
ぞ
と
師
わ
が
前
で
説
く

齢と
し

重
ね
記
憶
も
衰
え
恥
多
し

　

念
仏
の
み
が
意
欲
ま
し
ま
す

小林さんちの次郎柿（油彩）
山田　邦興　画

（
詩
）

修正会住職法話


