
あ
ま
ぎ
し
じ
ょ
う
え
ん

ご
ぶ
ん
し
ょ
う

す
い
め
ん

す
い
め
ん

れ
ん
に
ょ
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法
座
中
止
の
お
知
ら
せ

　
　﹁
春
季
讃
仏
会
法
要
﹂

　
現
在
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
多
く

の
行
事
が
延
期
、
中
止
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
つ
き
ま
し
て
は
今
月
十
七
・
十
八
日
に
予
定
し
て
い
ま
し
た
「
春

季
讃
仏
会
法
要
」
で
す
が
、
や
む
な
く
中
止
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。ま
た
三
月
の
仏
婦
の
月
例
会（
第
二
月
曜
日
）、子
ど
も
会（
第

二
月
曜
日
）
も
同
じ
く
中
止
い
た
し
ま
す
。

　
な
お
次
回
の
法
座
は
、
五
月
十
九
日
・
二
十
日
（
講
師
：
北
嶋

文
雄
師
）
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

専
徳
寺
納
骨
堂
受
付
中

︻
蓮
如
上
人
︼

如
来
・
人
・
言
葉　

116

﹁
睡
眠
章
﹂
の
大
意

　
最
近
は
、
い
つ
に
な
く
眠
気
を
も
よ
お
し
ま
す
。
そ
の
理

由
を
考
え
ま
す
に
、
ま
ち
が
い
な
く
浄
土
往
生
の
と
き
が
近

づ
い
た
た
め
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
ど
め
よ
う
の
な
い
こ
と
で

す
が
、
な
ご
り
惜
し
い
か
ぎ
り
で
す
。

　
今
日
ま
で
、「
い
つ
往
生
の
と
き
が
こ
よ
う
と
も
」
と
、

油
断
な
く
心
が
け
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、

こ
の
私
が
亡
く
な
っ
た
後
も
、
た
し
か
に
信
心
が
定
ま
る
人

（
お
浄
土
へ
往
生
す
る
人
）
が
、
な
く
な
ら
な
い
よ
う
に
と

願
う
ば
か
り
で
す
。

　
私
自
身
の
往
生
に
つ
い
て
は
、
何
の
心
配
も
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
人
び
と
の
気
の
ゆ
る
み
に
は
大
き
な
不
安
が
の
こ

り
ま
す
。〝
い
の
ち
〞の
あ
る
間
は
、
私
た
ち
は
い
つ
も
油
断

な
く
生
き
る
よ
う
に
心
が
け
る
べ
き
で
す
。
何
に
つ
け
て
も
、

人
び
と
の
心
が
け
不
足
が
気
に
か
か
り
ま
す
。

　
明
日
の
し
れ
な
い〝
い
の
ち
〞で
す
。〝
い
の
ち
〞が
尽
き
れ

ば
、
す
べ
て
む
な
し
い
こ
と
で
す
。〝
い
の
ち
〞あ
る
間
に
、

少
し
で
も
早
く
仏
法
を
聴
聞
し
、
阿
弥
陀
仏
の
ご
本
願
を
聞

き
、
疑
い
を
解
い
て
お
か
な
け
れ
ば
、
必
ず
後
悔
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
よ
く
心
得
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。

　
今
月
の
法
座
の
ご
講
師
は
、
大
坂
の
天
岸
浄
円
先
生
で
し
た
。

そ
こ
で
法
座
聴
聞
の
か
わ
り
に
、
天
岸
先
生
の
著
『
御
文
章
を

読
む
』（
2
0
1
2
年
、
本
願
寺
出
版
）
よ
り
、「
睡
眠
章
」
の

解
説
を
掲
載
い
た
し
ま
す
。

　
ま
ず
は
、
下
記
に
あ
る
蓮
如
上
人
69
歳
の
「
御
文
章
」（
お
手

紙
の
法
語
）、「
睡
眠
章
」
の
あ
ら
ま
し
を
ご
覧
く
だ
さ
っ
て
か

ら
次
頁
を
お
開
き
く
だ
さ
い
。
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ね
は
ん
ぎ
ょ
う

た
と

ざ
っ
と
う

な
ん
じ

つ
か

　
﹁
油
断
﹂
の
語
源
は
﹁
仏
典
﹂

　「
油
断
」
の
語
は
、「
気
を
ゆ
る
す
」「
タ
カ

を
く
く
っ
て
、注
意
を
怠
る
」
と
か
、「
怠
け
る
」

「
物
事
を
な
お
ざ
り
に
す
る
」
と
い
う
意
味
で
、

「
油
断
大
敵
」
な
ど
と
、
注
意
を
う
な
が
す
た

め
に
使
わ
れ
ま
す
。

　「
油
断
」
の
語
源
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
が

あ
る
よ
う
で
す
が
、『
涅
槃
経
』
に
次
の
よ
う

に
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
ず
「
仏
道
を
求
め
る
者
は
、
無
常
の〝
い

の
ち
〞に
緊
張
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
誘
惑
に
惑
わ

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
修
行
に
集
中
す
べ
き
で

あ
る
」
と
述
べ
て
そ
の
心
構
え
を
喩
え
、

　「
あ
る
国
王
が
、
二
十
五
里
四
方
の
囲
い
の

中
に
、
大
勢
の
人
び
と
を
集
め
、
人
為
的
に

雑
踏
を
つ
く
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
国
王
は

一
人
の
家
臣
に
油
の
入
っ
た
鉢
を
も
た
せ
て

『
こ
の
鉢
を
持
っ
て
雑
踏
を
通
り
抜
け
よ
。
た

だ
、
油
を
こ
ぼ
す
こ
と
は
許
さ
な
い
。
も
し
、

一
滴
で
も
こ
ぼ
し
た
な
ら
、
即
座
に
汝
の〝
い

の
ち
〞を
断
つ
』と
、命
令
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

も
う
一
人
の
家
臣
に
は
刀
を
抜
か
せ
て
、
鉢

を
持
た
せ
た
家
臣
に
付
か
せ
た
の
で
す
。

　
鉢
を
持
た
さ
れ
た
家
臣
は
、
恐
怖
と
緊
張

か
ら
、
一
瞬
も
心
を
ゆ
る
め
る
こ
と
な
く
、

雑
踏
の
な
か
で
起
き
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
衝
撃

や
障
害
に
こ
こ
ろ
を
遣
い
な
が
ら
、
緊
張
と

集
中
力
に
よ
っ
て
、
雑
踏
を
通
り
抜
け
る
こ

と
が
で
き
た
」
と
い
う
内
容
で
す
。

　
仏
道
を
求
め
る
者
も
こ
の
よ
う
に
、
自
身

が
求
め
る
べ
き
も
の
を
ハ
ッ
キ
リ
と
自
覚
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
誘
惑
に
心
を
乱
す
こ
と
な
く
、

い
の
ち
が
け
の
緊
張
感
が
あ
れ
ば
、
必
ず
目

的
を
達
成
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
﹁
生
﹂
を
意
識
し
て
い
ま
す
か

　
私
た
ち
は
、「
生
」（
生
き
て
い
る
こ
と
）

を
意
識
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
毎
朝
、
目

が
覚
め
た
と
き
、「
あ
あ
、
今
日
も
生
き
て
い

る
。
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
な
ぁ
」
と
、
新
鮮

な
実
感
が
あ
り
ま
す
か
。
正
直
い
っ
て
、
生

き
る
こ
と
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
、
な
に
も
感

じ
な
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
…
…
今
日
ま
で
生
き
て
き
た
の
だ
か
ら
、

い
つ
か
は
死
ぬ
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
今
日
、

明
日
と
差
し
迫
っ
た
こ
と
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

　
昨
日
が
あ
っ
た
よ
う
に
今
日
が
あ
り
、
今

日
が
あ
る
よ
う
に
明
日
も
あ
る
…
…
と
、
明

日
の
あ
る
こ
と
に
疑
い
を
持
ち
ま
せ
ん
。
で

す
か
ら
、
今
日
の
日
が
、
生
涯
の
う
ち
で
、

後
に
も
先
に
も
か
け
が
え
の
な
い
一
日
で
あ

り
、
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
一
日
で
あ
る

と
思
え
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
ぼ
う
っ
と
過

ご
し
て
い
ま
す
。
実
は
、
私
た
ち
は
そ
の
よ

う
な
誤
解
の
な
か
で
生
き
て
き
た
の
で
す
。

　
緊
張
の
な
い
日
々
で
す
か
ら
、
一
番
に
為

す
べ
き
こ
と
を
せ
ず
、
そ
れ
を
先
送
り
し
て
、

二
番
、
三
番
…
…
、
本
当
は
ど
う
で
も
よ
い

こ
と
に
没
頭
し
つ
づ
け
ま
す
。
よ
う
や
く
本

当
に
な
す
べ
き
こ
と
に
気
づ
い
た
と
き
に
は
、

既
に
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

緊
張
と
集
中

　「
油
断
」
な
く
生
き
る
と
は
、
こ
の
よ
う
な

緊
張
感
と
集
中
力
に
目
覚
め
た
生
活
で
す
。

　〝
い
の
ち
〞に
限
り
が
あ
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
「
無
常
」
を
自
覚
す
る
と
き
、〝
い
の
ち
〞

の
風
景
が
一
変
し
ま
す
。「
無
常
」
を
知
ら
な

い
と
き
は
、
生
き
る
こ
と
を
当
然
と
思
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
限
り
が
あ
り
、
必
ず
終

わ
り
が
来
る
。
し
か
も
い
つ
来
る
か
し
れ
な

い
。
…
…
今
日
来
て
も
不
思
議
で
な
い
。
こ

の
こ
と
を
実
感
す
る
と
き
、〝
い
の
ち
〞は
輝

き
は
じ
め
、
一
日
の
重
大
さ
が
自
覚
さ
れ
て

き
ま
す
。

　「
無
常
」
は
、「
は
か
な
さ
」「
あ
き
ら
め
」

を
意
味
す
る
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

は
人
生
に
対
す
る
緊
張
感
を
生
ぜ
し
め
る
、

大
切
な
言
葉
だ
っ
た
の
で
す
。

　
こ
の
こ
と
に
気
づ
く
と
き
、
こ
の
限
り
あ

る
人
生
を
ど
う
生
き
る
か
…
…
、
ま
た
、〝
い

の
ち
〞を
悔
い
な
く
全
う
す
る
た
め
に
は
ど
う

す
る
か
…
…
を
、
問
わ
ず
に
は
お
れ
な
く
な

り
ま
す
。

　
そ
の
問
い
に
正
し
く
対
応
し
て
く
れ
る
も

の
が
、「
教
え
」
な
の
で
す
。「
本
願
を
信
じ
、

念
仏
を
申
し
、
浄
土
に
生
ま
れ
る
」
と
は
、

そ
の
生
き
方
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
す
。

　

蓮
如
上
人
の
心
が
け

　
蓮
如
上
人
は
「
私
自
身
の
往
生
に
つ
い
て

は
、
何
の
心
配
も
あ
り
ま
せ
ん
（
こ
の
分
に

て
は
、
往
生
つ
か
ま
つ
り
候
と
も
、
い
ま
は

子
細
な
く
候
）」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
私
の〝
い
の
ち
〞が
た
っ
た
今
終
わ
っ
て
も
、

決
し
て
悔
い
は
な
い
、
と
言
い
き
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
言
葉
は
、
わ
が
人
生
に
思
い
残

す
こ
と
な
し
と
、
生
き
抜
か
れ
た
人
の
言
葉

と
い
え
ま
す
。

　
本
願
を
信
じ
念
仏
申
す
者
と
は
、
常
に
阿

弥
陀
仏
を
意
識
し
、
油
断
な
く
生
き
て
、
念

仏
を
と
お
し
て
教
え
の
正
し
さ
、
尊
さ
を
自

身
の
生
涯
に
お
い
て
証
せ
ん
と
す
る
者
を
い

い
ま
す
。
そ
れ
が
信
者
の
責
任
で
あ
る
と
示

し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

　

真
宗
の
﹁
す
く
い
﹂
と
は

　
本
願
を
信
ず
る
と
は
、
阿
弥
陀
仏
を
中
心

に
生
き
る
生
き
方
が
開
か
れ
て
る
こ
と
で
す
。

ま
た
、
必
ず
阿
弥
陀
仏
に
あ
わ
せ
て
い
た
だ

く
人
生
を
自
覚
す
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
に
は
、
い
い
意
味
で
の
緊
張
感
が
あ

り
ま
す
。
私
た
ち
は
浄
土
に
生
ま
れ
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
阿
弥
陀
仏
に
お
あ
い
す
る
こ
と

を
実
感
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
…
…
一
度
、

お
あ
い
し
た
と
き
の
ご
挨
拶
を
考
え
て
み
て

は
…
…
。

　
宗
教
、
信
仰
を
も
つ
こ
と
は
、
あ
る
意
味

で
は
厳
し
い
生
き
方
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

厳
し
く
と
も
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
た
し
か

な
よ
り
ど
こ
ろ
を
も
た
な
い
、
傲
慢
で
愚
か

な
、
自
我
中
心
の
む
な
し
い
生
き
方
と
い
わ

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
安
逸
な
生
活
と
真
に
豊

か
な
生
活
と
は
ち
が
う
の
で
す
。

　
真
宗
の
「
す
く
い
」
は
、
死
後
に
浄
土
に

生
ま
れ
る
こ
と
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

の
よ
う
な
生
き
方
を
恵
ま
れ
て
る
こ
と
自
体

が
「
す
く
い
」
な
の
で
す
。
逆
に
言
え
ば
、

こ
の
よ
う
に
、
仏
さ
ま
を
中
心
に
生
き
よ
う

と
す
る
信
心
が
開
け
な
い
人
に
は
、
人
生
の

充
実
は
も
ち
ろ
ん
、
死
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て

も
、
お
浄
土
が
開
か
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。

　
蓮
如
上
人
の
ご
一
生
は
ご
自
身
に
対
し
て

も
、
ま
た
、
縁
あ
る
人
び
と
に
対
し
て
も
、

常
に
「
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
信
を
す
す
め
る

こ
と
が
で
き
る
か
」
を
こ
こ
ろ
に
か
け
、
油

断
を
誡
め
ら
れ
た
ご
生
涯
で
あ
っ
た
と
い
え

ま
す
。

（
お
わ
り
）
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ま
っ
と

ぶ
ん

そ
う
ろ
う

そ
う
ろ
う

し
さ
い

お
う
じ
ょ
う

し
ょ
う

ご
う
ま
ん

い
ま
し

し
ん

あ
ん
い
つ
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﹁
油
断
﹂
の
語
源
は
﹁
仏
典
﹂

　「
油
断
」
の
語
は
、「
気
を
ゆ
る
す
」「
タ
カ

を
く
く
っ
て
、注
意
を
怠
る
」
と
か
、「
怠
け
る
」

「
物
事
を
な
お
ざ
り
に
す
る
」
と
い
う
意
味
で
、

「
油
断
大
敵
」
な
ど
と
、
注
意
を
う
な
が
す
た

め
に
使
わ
れ
ま
す
。

　「
油
断
」
の
語
源
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
が

あ
る
よ
う
で
す
が
、『
涅
槃
経
』
に
次
の
よ
う

に
説
か
れ
て
い
ま
す
。

　
ま
ず
「
仏
道
を
求
め
る
者
は
、
無
常
の〝
い

の
ち
〞に
緊
張
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
誘
惑
に
惑
わ

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
修
行
に
集
中
す
べ
き
で

あ
る
」
と
述
べ
て
そ
の
心
構
え
を
喩
え
、

　「
あ
る
国
王
が
、
二
十
五
里
四
方
の
囲
い
の

中
に
、
大
勢
の
人
び
と
を
集
め
、
人
為
的
に

雑
踏
を
つ
く
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
国
王
は

一
人
の
家
臣
に
油
の
入
っ
た
鉢
を
も
た
せ
て

『
こ
の
鉢
を
持
っ
て
雑
踏
を
通
り
抜
け
よ
。
た

だ
、
油
を
こ
ぼ
す
こ
と
は
許
さ
な
い
。
も
し
、

一
滴
で
も
こ
ぼ
し
た
な
ら
、
即
座
に
汝
の〝
い

の
ち
〞を
断
つ
』と
、命
令
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

も
う
一
人
の
家
臣
に
は
刀
を
抜
か
せ
て
、
鉢

を
持
た
せ
た
家
臣
に
付
か
せ
た
の
で
す
。

　
鉢
を
持
た
さ
れ
た
家
臣
は
、
恐
怖
と
緊
張

か
ら
、
一
瞬
も
心
を
ゆ
る
め
る
こ
と
な
く
、

雑
踏
の
な
か
で
起
き
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
衝
撃

や
障
害
に
こ
こ
ろ
を
遣
い
な
が
ら
、
緊
張
と

集
中
力
に
よ
っ
て
、
雑
踏
を
通
り
抜
け
る
こ

と
が
で
き
た
」
と
い
う
内
容
で
す
。

　
仏
道
を
求
め
る
者
も
こ
の
よ
う
に
、
自
身

が
求
め
る
べ
き
も
の
を
ハ
ッ
キ
リ
と
自
覚
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
誘
惑
に
心
を
乱
す
こ
と
な
く
、

い
の
ち
が
け
の
緊
張
感
が
あ
れ
ば
、
必
ず
目

的
を
達
成
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
﹁
生
﹂
を
意
識
し
て
い
ま
す
か

　
私
た
ち
は
、「
生
」（
生
き
て
い
る
こ
と
）

を
意
識
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
毎
朝
、
目

が
覚
め
た
と
き
、「
あ
あ
、
今
日
も
生
き
て
い

る
。
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
な
ぁ
」
と
、
新
鮮

な
実
感
が
あ
り
ま
す
か
。
正
直
い
っ
て
、
生

き
る
こ
と
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
、
な
に
も
感

じ
な
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
…
…
今
日
ま
で
生
き
て
き
た
の
だ
か
ら
、

い
つ
か
は
死
ぬ
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
今
日
、

明
日
と
差
し
迫
っ
た
こ
と
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

　
昨
日
が
あ
っ
た
よ
う
に
今
日
が
あ
り
、
今

日
が
あ
る
よ
う
に
明
日
も
あ
る
…
…
と
、
明

日
の
あ
る
こ
と
に
疑
い
を
持
ち
ま
せ
ん
。
で

す
か
ら
、
今
日
の
日
が
、
生
涯
の
う
ち
で
、

後
に
も
先
に
も
か
け
が
え
の
な
い
一
日
で
あ

り
、
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
一
日
で
あ
る

と
思
え
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
ぼ
う
っ
と
過

ご
し
て
い
ま
す
。
実
は
、
私
た
ち
は
そ
の
よ

う
な
誤
解
の
な
か
で
生
き
て
き
た
の
で
す
。

　
緊
張
の
な
い
日
々
で
す
か
ら
、
一
番
に
為

す
べ
き
こ
と
を
せ
ず
、
そ
れ
を
先
送
り
し
て
、

二
番
、
三
番
…
…
、
本
当
は
ど
う
で
も
よ
い

こ
と
に
没
頭
し
つ
づ
け
ま
す
。
よ
う
や
く
本

当
に
な
す
べ
き
こ
と
に
気
づ
い
た
と
き
に
は
、

既
に
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

緊
張
と
集
中

　「
油
断
」
な
く
生
き
る
と
は
、
こ
の
よ
う
な

緊
張
感
と
集
中
力
に
目
覚
め
た
生
活
で
す
。

　〝
い
の
ち
〞に
限
り
が
あ
る
こ
と
、
す
な
わ

ち
「
無
常
」
を
自
覚
す
る
と
き
、〝
い
の
ち
〞

の
風
景
が
一
変
し
ま
す
。「
無
常
」
を
知
ら
な

い
と
き
は
、
生
き
る
こ
と
を
当
然
と
思
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
限
り
が
あ
り
、
必
ず
終

わ
り
が
来
る
。
し
か
も
い
つ
来
る
か
し
れ
な

い
。
…
…
今
日
来
て
も
不
思
議
で
な
い
。
こ

の
こ
と
を
実
感
す
る
と
き
、〝
い
の
ち
〞は
輝

き
は
じ
め
、
一
日
の
重
大
さ
が
自
覚
さ
れ
て

き
ま
す
。

　「
無
常
」
は
、「
は
か
な
さ
」「
あ
き
ら
め
」

を
意
味
す
る
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

は
人
生
に
対
す
る
緊
張
感
を
生
ぜ
し
め
る
、

大
切
な
言
葉
だ
っ
た
の
で
す
。

　
こ
の
こ
と
に
気
づ
く
と
き
、
こ
の
限
り
あ

る
人
生
を
ど
う
生
き
る
か
…
…
、
ま
た
、〝
い

の
ち
〞を
悔
い
な
く
全
う
す
る
た
め
に
は
ど
う

す
る
か
…
…
を
、
問
わ
ず
に
は
お
れ
な
く
な

り
ま
す
。

　
そ
の
問
い
に
正
し
く
対
応
し
て
く
れ
る
も

の
が
、「
教
え
」
な
の
で
す
。「
本
願
を
信
じ
、

念
仏
を
申
し
、
浄
土
に
生
ま
れ
る
」
と
は
、

そ
の
生
き
方
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
す
。

　

蓮
如
上
人
の
心
が
け

　
蓮
如
上
人
は
「
私
自
身
の
往
生
に
つ
い
て

は
、
何
の
心
配
も
あ
り
ま
せ
ん
（
こ
の
分
に

て
は
、
往
生
つ
か
ま
つ
り
候
と
も
、
い
ま
は

子
細
な
く
候
）」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
私
の〝
い
の
ち
〞が
た
っ
た
今
終
わ
っ
て
も
、

決
し
て
悔
い
は
な
い
、
と
言
い
き
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
言
葉
は
、
わ
が
人
生
に
思
い
残

す
こ
と
な
し
と
、
生
き
抜
か
れ
た
人
の
言
葉

と
い
え
ま
す
。

　
本
願
を
信
じ
念
仏
申
す
者
と
は
、
常
に
阿

弥
陀
仏
を
意
識
し
、
油
断
な
く
生
き
て
、
念

仏
を
と
お
し
て
教
え
の
正
し
さ
、
尊
さ
を
自

身
の
生
涯
に
お
い
て
証
せ
ん
と
す
る
者
を
い

い
ま
す
。
そ
れ
が
信
者
の
責
任
で
あ
る
と
示

し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

　

真
宗
の
﹁
す
く
い
﹂
と
は

　
本
願
を
信
ず
る
と
は
、
阿
弥
陀
仏
を
中
心

に
生
き
る
生
き
方
が
開
か
れ
て
る
こ
と
で
す
。

ま
た
、
必
ず
阿
弥
陀
仏
に
あ
わ
せ
て
い
た
だ

く
人
生
を
自
覚
す
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
こ
に
は
、
い
い
意
味
で
の
緊
張
感
が
あ

り
ま
す
。
私
た
ち
は
浄
土
に
生
ま
れ
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
阿
弥
陀
仏
に
お
あ
い
す
る
こ
と

を
実
感
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
…
…
一
度
、

お
あ
い
し
た
と
き
の
ご
挨
拶
を
考
え
て
み
て

は
…
…
。

　
宗
教
、
信
仰
を
も
つ
こ
と
は
、
あ
る
意
味

で
は
厳
し
い
生
き
方
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

厳
し
く
と
も
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
、
た
し
か

な
よ
り
ど
こ
ろ
を
も
た
な
い
、
傲
慢
で
愚
か

な
、
自
我
中
心
の
む
な
し
い
生
き
方
と
い
わ

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
安
逸
な
生
活
と
真
に
豊

か
な
生
活
と
は
ち
が
う
の
で
す
。

　
真
宗
の
「
す
く
い
」
は
、
死
後
に
浄
土
に

生
ま
れ
る
こ
と
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

の
よ
う
な
生
き
方
を
恵
ま
れ
て
る
こ
と
自
体

が
「
す
く
い
」
な
の
で
す
。
逆
に
言
え
ば
、

こ
の
よ
う
に
、
仏
さ
ま
を
中
心
に
生
き
よ
う

と
す
る
信
心
が
開
け
な
い
人
に
は
、
人
生
の

充
実
は
も
ち
ろ
ん
、
死
ん
だ
か
ら
と
い
っ
て

も
、
お
浄
土
が
開
か
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
す
。

　
蓮
如
上
人
の
ご
一
生
は
ご
自
身
に
対
し
て

も
、
ま
た
、
縁
あ
る
人
び
と
に
対
し
て
も
、

常
に
「
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
信
を
す
す
め
る

こ
と
が
で
き
る
か
」
を
こ
こ
ろ
に
か
け
、
油

断
を
誡
め
ら
れ
た
ご
生
涯
で
あ
っ
た
と
い
え

ま
す
。

（
お
わ
り
）
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1
月
14
日
御
往
生

　
　

青
木　
　

村
本　

竹
男 

様
（
91
）

　
　
　
　
　
　
　
　

喪
主　

村
本　

敏
夫 

様

1
月
18
日
御
往
生

　
　

川
西　
　

太
田
尾
富
男 

様
（
91
）

　
　
　
　
　
　
　
　

喪
主　

太
田
尾
雅
博 

様

1
月
19
日
御
往
生

　
　

藤
生　
　

土
井　

純
子 
様
（
70
）

　
　
　
　
　
　
　
　

喪
主　

土
井　

利
雄 

様

1
月
30
日
御
往
生

　
　

海
土
路　

松
宮
ヒ
ナ
代 

様
（
96
）

　
　
　
　
　
　
　
　

喪
主　

松
宮　

栄
昭 

様

2
月
4
日
御
往
生

　
　

藤
生　
　

土
井　

敏
子 

様
（
86
）

　
　
　
　
　
　
　
　

喪
主　

土
井　

保
英 

様

2
月
17
日
御
往
生

　
　

本
呂
尾　

村
重　

正
直 

様
（
70
）

　
　
　
　
　
　
　
　

喪
主　

村
重　

理
絵 

様

2
月
28
日
御
往
生

　
　

川
西　
　

沖
野
ハ
ル
ヨ 

様
（
93
）

　
　
　
　
　
　
　
　

喪
主　

沖
野　

圭
二 

様

2
月
29
日
御
往
生

　
　

多
田　
　

池
田　
　

勉 

様
（
83
）

　
　
　
　
　
　
　
　

喪
主　

池
田　

安
夫 

様

み
仏
に
い
だ
か
れ
て
〔
葬
儀
勤
修
〕

ご
恩
を
偲
び
ま
し
た

〔
法
事
勤
修
〕（
1
月
〜
2
月
）

ご
報
告
い
た
し
ま
す

【
長
野
】
三
井
一
彦
13
、【
通
津
】
白
田
直
則
1
、
村
井

哲
也
7
、
市
岡
正
己
7
、
沼
田
信
雄
50
、
藤
中
芳
子

1
、
田
中
稔
1
・
17
、
中
本
広
志
7
、
沖
原
健
二
1
、

和
泉
清
子
3 

、
清
水
宏
3
、
土
井
浩
二
3
、
藤
川
典
雅

7
、【
保
津
】
藤
崎
健
治
17
、
西
宮
良
子
17
、
岡
部
守

100
、
粟
津
節
子
100
、
藤
崎
克
己
100
、【
青
木
】
広
重
範
昭

33
、
佐
々
辺
鉄
雄
17
・
17
、【
黒
磯
】
松
脇
克
郎
17
、
森

本
公
之
17
、【
藤
生
】
白
木
規
晴
7
、
土
井
利
雄
3
、
蛭

子
義
人
1
、【
南
岩
国
】
大
﨑
秀
雄
1
、
山
西
賢
司
100
、

末
田
玲
子
3
、谷
川
増
実
3
・
13
、高
山
文
子
100
、【
由
宇
】

蔵
田
秀
夫
25
、
久
米
泰
1
、【
市
内
】
益
冨
弘
人
3
、
友

重
憲
文
7
、
橋
本
恵
子
7
、
松
江
小
夜
子
1
・
3
、
今

西
桃
太
郎
17
・
50
、上
野
和
平
1
【
広
島
】升
元
薫
13
、【
岡

山
】
土
井
フ
サ
子
3
・
13
、【
大
阪
】
池
田
浩
1

　

2
月
6
日　

御
本
尊　
　
　
　

半
田　

幸
男 

様

お
給
仕
の
慶
び
一
入
に
存
じ
ま
す
。

  　

令
和
最
初
の
報
恩
講
。
座
談
会
も
あ
り
、
多
く

の
方
々
の
ご
尽
力
に
よ
り
無
事
勤
修
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

【
講
　
師
】
紫
藤
常
昭
師
、
前
住
職

【
参
詣
者
】
23
日
…
115
名
。

　
　
　
　

24
日
（
昼
座
）
89
名
、（
夜
座
）
31
名
。

　
　
　
　

25
日
…
97
名
。

【
お
供
え
】
白
田
憲
光
様
、
大
田
峻
秀
様
。

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
〔
仏
壇
入
仏
〕

  

法
要
余
香
（
報
恩
講
法
要
　
1
月
23
〜
25
日
）

  　

新
し
い
総
代
に
、
郷
の
「
白
田
憲
光
」
さ
ん
が

就
任
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
白
田
さ
ん
は
現
在
、
専

徳
寺
倶
楽
部
の
会
長
も
兼
任
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　

法
義
相
続
へ
の
ご
助
力
、
何
卒
宜
し
く
お
願
い

申
し
あ
げ
ま
す
。

  

総
代
就
任

　

大
切
な
人
を
思
い
出
す
ご

命
日
︒
朝
の
お
仏
壇
へ
の
お

礼
が
︑
少
し
味
わ
い
深
い
も

の
に
な
り
ま
す
︒

　

小
説
家
の
中
で
最
も
著
書

が
多
い
と
い
わ
れ
る
司
馬
遼

太
郎
︒
N
H
K
大
河
ド
ラ
マ

原
作
と
な
っ
た
作
品
数
も
最

も
多
く
︑﹃
翔
ぶ
が
ご
と
く
﹄

﹃
徳
川
慶
喜
﹄﹃
功
名
が
辻
﹄

﹃
坂
の
上
の
雲
﹄
等
︑
七
作
品
あ
り
ま
す
︒
今
年
二

十
五
回
忌
に
あ
た
り
ま
す
︒

 　
﹁
︙
こ
の
絶
対
の
︹
弥
陀
の
︺
光
明
は
天
地
に
あ

ま
ね
く
み
ち
み
ち
て
い
て
︑そ
の
意
志
︵
本
願
︶
は
︑

人
を
洩
れ
な
く
救
っ
て
浄
土
に
う
ま
れ
さ
せ
て
く

だ
さ
る
も
の
だ
と
い
う
︒
こ
の
場
合
︑
有
限
者
で

あ
る
人
間
が
と
な
え
る
念
仏
は
呪
文
で
は
な
く
て
︑

無
限
者
で
あ
る
光
明
へ
の
感
謝
の
こ
と
ば
な
の
で

あ
る
︒
親
鸞
の
思
想
に
あ
っ
て
は
い
っ
さ
い
呪
術

性
が
な
く
︑つ
よ
く
そ
れ
を
排
除
し
て
い
る
点
︑︹
キ

リ
ス
ト
教
の
︺
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
似
て

い
る
︒
鎌
倉
時
代
と
い
う
の
は
︑
一
人
の
親
鸞
を

生
ん
だ
だ
け
で
も
偉
大
だ
っ
た
︒﹂

︵
司
馬
遼
太
郎
﹃
こ
の
国
の
か
た
ち
﹄一
︑
1
8
1
頁
︶

ご
命
日
：
あ
の
人
に
会
い
た
い

ご
命
日
：
あ
の
人
に
会
い
た
い

第
二
回
：
司
馬
遼
太
郎

　
　
　
　
　（
小
説
家
、
命
日
・
2
月
12
日
）
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