
  

 

去
る
三
月
二
十
六
日

（木
）
午
後
二
時
よ
り
鹿

児
島
稱
讃
寺
に
お
い
て
、
父

・
北
村
龍
也
の
七
回

忌
法
要
を
お
つ
と
め
い
た
し
ま
し
た
。 

 

私
も
姉
と
甥
の
三
人
で
、
前
日
二
十
五
日
に
帰

郷
い
た
し
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
影

響
も
あ
り
、
羽
田
空
港
も
い
つ
も
よ
り
人
が
少
な

く
感
じ
ま
し
た
。
鹿
児
島
は
当
日
ま
で
は
感
染
者

は

一
人
も
出
て
い
な
い
状
況
で
し
た
。
遠
方
の
親

戚
は
、
移
動
も
考
慮
し
て
、
法
要
は
欠
席
さ
れ
ま

し
た
。 

 

お
天
気
は
雨
模
様
で
あ
り
ま
し
た
が
、
総
代
さ

ん
を
は
じ
め
、
父
と
長
い
お
付
き
合
い
を
い
た
だ 

い
た
ご
門
徒
さ
ん
も
ご
参
拝
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

一
応
、
感
染
対
策
と
し
て
、
席
を
空
け
て
お
座
り

い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

お
勤
め
は
、

『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
で
、
調
声
に

は
、
現
坊
守
の
実
弟
で
あ
る
熊
本

・
法
雲
寺
ご
住

職

（加
藤
尚
史
師
）
に
勤
め
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ご
出
勤
は
、
近
隣
ご
寺
院
の 

 

妙
円
寺

・
大
久
保
淳
承
師 

 

浄
教
寺

・
寺
田
秀
樹
師 

 

明
昭
寺

・
林
正
美
師 

の
お
三
方
で
あ
り
、
私

は
、
節
坼

・
大
金
を
担
当
し
ま
し
た
。 

 

「阿
弥
陀
経
」
読
経
中
、
ご
参
拝
の
皆
さ
ま
に

お
焼
香
い
た
だ
き
、

「四
句
念
仏
」

「回
向
」
で

お
つ
と
め
が
お
わ
り
ま
し
た
。 

 

皆
さ
ん
で
、

「み
仏
に
い
だ
か
れ
て
」
を
ご
唱

和
し
ま
し
た
が
、
歌
詞
カ
ー
ド
を
用
意
し
て
お
ら

ず
、
申
し
訳
な
か
っ
た
で
す
。 

 

引
き
続
い
て
、
親
戚
寺
院
の
真
光
寺
住
職
で
あ

る
平
川
真
英
師
に
ご
法
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

ご
法
話
の
後
、
私
が
御
文
章
を
拝
読
し
、
最
後

に
施
主

・
稱
讃
寺
住
職
北
村
龍
史

（私
の
兄
）
が

お
礼
の
挨
拶
を
し
ま
し
て
、
恩
徳
讃
を
ご
唱
和
し

て
法
要
は
無
事
終
了
し
ま
し
た
。 

 

本
来
な
ら
、
そ
の
後
、
門
徒
会
館
で
会
食
す
る

予
定
で
あ
り
ま
し
た
が
、
や
は
り
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
予
防
の
た
め
、
お
弁
当
を
お
持

ち
帰
り
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

 

末

っ
子
で
、
甘
え
、
心
配
を
掛
け
た
私
で
す
。

生
前
、
父
が
話
し
て
い
た
約
束
も
果
た
し
て
い
な

い
私
で
す
。
今
も
気
が
か
り
に
な

っ
て
い
る
の
か

な
あ
と
思
う
と
、
甘
え
癖
な
の
で
し
ょ
う
か
？
父

が
い
つ
も
見
て
く
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。 
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「表
白
」 

敬

っ
て 

大
慈
大
悲
の
阿
弥
陀
如
来
の
御
前
に 

申
し
あ
げ
ま
す 

本
日
こ
こ
に 

有
縁
の
人
々
が
集
ま
っ
て 

香
華
を
捧
げ 

恭
し
く
仏
前
を
荘
厳
し 

懇
ろ
に
仏
説
阿
弥
陀
経
を
拝
読
し
て 

金
剛
山 

稱
讃
寺 

第
三
世
住
職 

院
号
法
名 

清
聲
院
釋
龍
也
の 

七
回
忌
法
要
を
お
勤
め
い
た
し
ま
す 

思
え
ば 

私
ど
も
は 

  

恩
愛
は
な
は
だ
た
ち
が
た
く 

 

生
死
は
な
は
だ
つ
き
が
た
し 

と 
 

世
の
な
り
わ
い
に
紛
れ
て 

我
が
生
命
が 

刻
々
と
去
り
ゆ
く
こ
と
を
知
ら
ず 

さ
な
が
ら 

風
の
な
か
の
灯
の
よ
う
な 

は
か
な
い
我
が
身
に
気
づ
こ
う
と
も
せ
ず 

日
夜 

愛
と
憎
し
み
の
煩
悩
を
お
こ
し
て 

迷
い
を
重
ね
て
い
ま
す 

し
か
し
な
が
ら 

  

念
仏
三
昧
行
じ
て
ぞ 

 

罪
障
を
滅
し
度
脱
せ
し 

と 

本
願
を
信
じ 

念
仏
す
る
人
は 

か
な
ら
ず
浄
土
に
生
ま
れ
て 

仏
さ
ま
と
な
り 

ふ
た
た
び 

こ
の
世
に
還
り
来
て 

私
た
ち
を 

お
摂
い
取
っ
て
く
だ
さ
っ
て
お
ら
れ
る
と 

味
わ
わ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す 

親
鸞
聖
人
は 

『教
行
信
証
』
の
最
後
に 

道
綽
禅
師
の
お
言
葉
を
引
か
れ
て 

  

前
に
生
ま
れ
ん
も
の
は 

後
を
導
き 

 

後
に
生
ま
れ
ん
ひ
と
は 

前
を
訪

へ 
 

連
続
無
窮
に
し
て 

願
わ
く
は 

 

休
止
せ
ざ
ら
し
め
ん
と
欲
す 

 

無
辺
の
生
死
海
を 

 

尽
く
さ
ん
が
た
め
の
故
な
り 

と 
 

仰
せ
ら
れ
ま
し
た 

こ
の
よ
う
な
愚
か
な
私
ど
も
を 

救
お
う
と
し
て 

阿
弥
陀
如
来
は 

大
悲
の
誓
願
を
成
就
さ
れ
ま
し
た 

宗
祖
親
鸞
聖
人
は 

  

恋
し
く
ば 

 

南
無
阿
弥
陀
仏
を 
称
う
べ
し 

 

我
れ
も
六
字
の
中
に 
こ
そ
住
む 

そ
し
て 

  

さ
だ
め
て 

さ
き
だ
ち
て 

 

往
生
し
候
は
ん
ず
れ
ば 

 

浄
土
に
て 

か
な
ら
ず 

か
な
ら
ず 

 

ま
ち
ま
い
ら
せ 

候
ふ
べ
し 

と 

ご
遺
言
な
さ
れ
ま
し
た 

ど
の
よ
う
な
人
生
で
あ
ろ
う
と
も 

私
た
ち
も 

必
ず
浄
土
に
往
生
し 

倶
会

一
処
の
よ
ろ
こ
び
を 

今 

こ
こ
に
共
に
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す 

こ
の
う
え
は 

先
立
た
れ
た
人
の 

み
跡
を
訪
ね
て 

こ
よ
な
き 

み
法
に
導
か
れ 

力
強
く
念
仏
の
一
道
を
歩
み
ま
す
こ
と
を 

顕
正
山 

法
雲
寺 

住
職 

加
藤
尚
史 

 
 
 
 

 
 

 

謹
ん
で
申
し
あ
げ
ま
す 

 
 

〈ご
法
話
〉 

 

父
母
が
念
仏
申
し
て 

 

参
り
た
ま
い
し
お
浄
土
に 

 

み
跡
を
踏
み
て 

 

我
も
往
く
な
り 

 

年
毎
に
咲
く
や
吉
野
の
山
桜 

 

木
を
割
い
て
み
よ
花
の
あ
り
か
を 

一
休
禅
師 

  

イ
ン
ド
の
あ
る
国
王
が
、
年
に

一
度
、
城
を
開

放
し
て
パ
ー
テ
ィ
ー
を
行
い
、
国
民
の
喜
ぶ
姿
を

見
て
満
足
し
て
い
ま
し
た
。
あ
る
そ
の
開
放
の

日
、
国
王
は

一
本
の
木
に
目
が
と
ま
り
、
甘
く
て

美
味
し
い
果
実
が
毎
年
、
枝
も
折
れ
ん
ば
か
り
に

取
れ
る
が
、
実
の
な
る
命
の
し
く
み
を
知
り
た
い

と
思
わ
れ
ま
し
た
。 

１ 

 
鹿
児
島

・
稱
讃
寺
第
三
世
住
職 

 
清
聲
院
釋
龍
也 

七
回
忌
法
要 

 

表
白

・
ご
法
話

・
住
職
挨
拶 
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命
の
不
思
議 

  

命
と
は
何
で
し
ょ
う
。
な
か
な
か
言
葉
に
出
来

ま
せ
ん
。
命
は

「大
宇
宙
」
と
思
い
ま
す
。 

 

一
五
〇
億
年
前
に
宇
宙
が
出
来
、
五
〇
億
年
前

に
太
陽
系
が
誕
生
、
三
〇
億
年
前
に
地
球
に
生
命

が
誕
生
、
約
四
〇
〇
万
年
前
に
人
類
が
誕
生
し
た

と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

小
さ
な
生
命
が
億
年
の
旅
を
続
け
て
、
今
、
私

は
人
間
と
し
て
、
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。
己
の
小
さ

な
命
で
は
あ
り
ま
す
が
、

「大
宇
宙
」
と
言
え
な

い
で
し
ょ
う
か
。 

  
 

前
生
の
不
思
議
を
慶
び 

 
 

後
生
の
一
大
事
を
聞
く 

  

秀
才
天
才
と
言
わ
れ
た
あ
る
男
子
学
生
は
、
国

立
大
学
工
学
部
物
理
学
に
入
学
、
大
学
院
を
経
て

や
が
て
大
学
教
授
に
な
り
ま
し
た
。
若
い
頃
か
ら

人
間
は
死
ん
だ
ら

「ク
ズ
」

「ゴ
ミ
」
だ
と
公
言

し
て
憚
ら
な
か
っ
た
。
教
授
を
退
官
す
る
頃
、
孫

が
白
血
病
に
な
り
ま
し
た
。
病
室
の
ベ
ッ
ド
で
、

そ
の
孫
が

「私
、
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
の
」
と
聞

い
て
き
ま
し
た
。
教
授
は
絶
句
し
て
答
え
ら
れ
な

か
っ
た
の
で
す
。
孫
の
死
が
縁
と
な
り
、
孫
の
問

い
か
け
が
き
っ
か
け
と
な
り
、
そ
の
教
授
は
仏
教

に
出
遇
わ
れ
ま
し
た
。 

 

朝
夕
、
お
仏
壇
の
前
に
座
り
、
お
念
仏
の
中
に

孫
と
の
出
遇
い
を
楽
し
み
、
お
浄
土
で
ま
た
会
お

う
ね
と
言
い
な
が
ら
、
日
々
を
送
ら
れ
ま
し
た
。

「お
浄
土
が
あ
っ
て
よ
か
っ
た
」

「お
念
仏
に
め

ぐ
り
あ
え
て
良
か
っ
た
」
と
喜
ぶ
日
々
で
あ
ら
れ

ま
し
た
。 

 

若
し
、
人
間
死
ん
だ
ら

「ク
ズ
」
と
い
う
人
が

い
た
ら
、
そ
の
人
は
、
生
き
て
い
る
間
己
と
い
う

「ク
ズ
」
と
共
に
生
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

ポ
リ
ネ
シ
ア
の
住
民
は
、
夜
空
の
星
を
指
し
て

私
が
死
ん
だ
ら
あ
の
星
に
住
む
の
だ
と
言
う
そ
う

で
す
。
生
き
て
い
る
間
、
綺
麗
な
星
を
心
に
抱
い

て
生
き
る
の
で
す
。 

 

私
た
ち
は
、

「死
ん
で
終
っ
て
い
く
命
で
は
な

く
、
必
ず
お
浄
土
に
仏
と
し
て
生
ま
れ
る
」
の
で

す
。
私
た
ち
は
生
き
て
い
る
間
、
悩
み
悲
し
み
苦

し
み
の
な
い
世
界
、
二
度
と
別
れ
の
な
い
世
界
の

お
浄
土
を
心
に
頂
い
て
生
き
て
い
る
の
で
す
。 

 

「今
を
生
き
な
が
ら
、
実
は
、
浄
土
を
生
き
て

い
る
」
の
で
あ
り
ま
す
。 

 
『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
に
は

「こ
れ
よ
り
西
方
十

万
億
仏
土
を
過
ぎ
て
世
界
あ
り
、
名
づ
け
て
極
楽

と
い
う
。
そ
の
土
に
仏
ま
し
ま
す
、
阿
弥
陀
と
号

す
。
今
現
に
ま
し
ま
し
て
法
を
説
き
た
ま
う
」
と

説
か
れ
て
い
ま
す
。
お
経
に
は
、

「は
る
か
か
な

た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
時
間
と
空
間
を
飛
び
超
え

て

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
声
と
な
り
音
と
な
り
、

願
い
と
な
っ
て
私
に
は
た
ら
い
て
く
だ
さ
っ
て
お

ら
れ
る
。 

 

弥
陀
の
呼
び
た
も
う

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
私

が
称
え
る

「南
無
阿
弥
陀
仏
」
が
響
き
合
う
と
き

そ
こ
に
は
出
遇
い
こ
そ
あ
れ
、
別
れ
は
あ
り
ま
せ

ん
。 

 

お
釈
迦
様
は
、
人
間
の
浅
知
恵
で
浄
土
が
あ
る

と
か
な
い
と
か
を
考
え
る
必
要
は
無
く
、
仏
さ
ま

の
い
た
だ
き
も
の
と
し
て
有
難
く
頂
戴
す
れ
ば
良

い
の
で
す
と
仰
ら
れ
ま
し
た
。 

  

お
浄
土
が
あ
っ
て
良
か
っ
た
。 

 

お
念
仏
が
あ
っ
て
良
か
っ
た
。 

 

※
法
要
が
終
っ
て
、
真
英
兄
さ
ん
に
、
最
初
の
詩

は
ど
な
た
が
作
ら
れ
た
か
を
聞
い
て
み
ま
し
た
。 

 

ハ
ン
セ
ン
病
を
患

っ
た
方
が
、
自
分
の
親
の
葬

式
に
参
拝
し
よ
う
と
思
っ
た
が
、
周
り
に
断
ら
れ

て
し
ま
っ
た
。
こ
の
世
で
は
会
う
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
親
が
称
え
た
お
念
仏
を
通
し
て
、
必
ず
、

お
念
仏
申
す
自
分
も
同
じ
お
浄
土
に
生
ま
れ
、
ま

た
会
え
る
と
の
ご
信
心
を
詠
っ
た
も
の
だ
よ
と
教

え
て
く
れ
ま
し
た
。 

 

布
教
の
時
の
ご
讃
題
に
は
で
き
な
い
こ
と
な
の

か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
私
は
こ
の
詩
を
常
に
胸
に

留
め
て
お
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
と
、
お

話
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 

お
念
仏
申
す
身
は
、
亡
く
な
っ
て
か
ら

「倶
会

一
処
」
で
は
な
く
、
既
に
お
浄
土
か
ら
遇
い
に
き

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
、
味
わ
え
る
こ
と
な
の
で

す
ね
。 

 

今
、
お
念
仏
申
す
身
と
な
っ
て
い
る
、
前
生
か

ら
の
ご
縁
の
不
思
議
を
思
い
、
慶
び
、
後
生
、
必

ず
、
お
浄
土
に
生
ま
れ
、
自
分
も
仏
と
な
ら
せ
て

い
た
だ
く
大
き
な
は
た
ら
き
を
し
て
く
だ
さ
っ
て

い
る
阿
弥
陀
さ
ま
の
ご
本
願
を
喜
ぶ
こ
と
と
味
わ

わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 

合
掌 

２ 
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〈住
職
挨
拶
〉 

  

門
徒
方
の
法
事
や
葬
儀
、
ま
た
、
書
籍

・
雑
誌

新
聞
等
の
文
言
の
中
で
、
亡
き
父
と
の
ご
縁
を
改

め
て
、
頂
い
て
お
り
ま
す
。 

 

近
し
い
と
こ
ろ
で
は
、
昨
年
亡
く
な
ら
れ
た
女

優

・
樹
木
希
林
さ
ん
の
あ
る
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
記
事

で
父
と
の
出
来
事
を
思
い
至
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
余
計
な
こ
と
で
す
が
、
私
は
樹
木
希
林
さ
ん

が

「悠
木
千
帆
」
と
い
う
芸
名
の
こ
ろ
か
ら
、
好

き
な
俳
優
さ
ん
で
し
た
。
私
に
と

っ
て
、
彼
女
は

良
い
意
味
で
非
常
識
な
人
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ

は
常
識
と
い
う

「自
分
に
と
っ
て
都
合
が
い
い
」

と
い
う
壁
の
向
こ
う
に
、
何
か
を
見

つ
め
る
姿

が
、
演
技
や
発
言
、
は
た
ま
た
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な

生
活
の
中
で
、
垣
間
見
ら
れ
た
か
ら
で
す
。 

 

そ
の
記
事
で
、
樹
木
希
林
さ
ん
の
お
話
の
大
要

は
、
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

 
 

宗
教
と
か
仏
教
の
話
と
か
、
な
か
な
か
信
じ 

 
 

 
 

が
た
い
も
の
が
あ
る
。

・
・
・ 

 
 

し
か
し
、
私
は
、
仏
様
の
教
え
を
、
あ
る
が 

 
 

ま
ま
に
受
け
止
め
て
い
き
た
い
。 

 

み
仏
の
言
葉
を
聞
い
て
も
、
人
間
の
常
識
、
即

ち
、
計
ら
い
の
も
と
で
は
、
聞
こ
え
て
こ
な
い
の

が
不
可
思
議
な
る
真
実
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
樹
木

希
林
さ
ん
は
、
長
年
、
重
い
病
気
で
あ

っ
た
様
で

す
が
、
な
の
に
、
ひ
ょ
う
ひ
ょ
う
と
し
て
生
き
て

い
ら
れ
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
思
い

通
り
に
な
ら
な
い
私
自
身
の
命
を
抱
え
て
い
く
複

雑
な
思
い
の
中
で
、
弱
く
、
迷
い
の
あ
り
よ
う
で

し
か
な
い
私
を

「任
せ
よ
」
と
、
し
っ
か
り
抱
き

留
め
て
く
だ
さ
る
大
悲
大
慈
の
仏
心
を
、
た
だ
受

け
取
る
だ
け
で
あ
り
ま
し
た
と
い
う
心
境
を
吐
露

さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
な
い
か
と
。 

 

父
の
最
期
の
入
院
、
そ
し
て
往
生
の
姿
の
中

に
、
樹
木
希
林
さ
ん
の
言
葉
が
重
な
り
ま
す
。 

 

父
が
肺
炎
を
患
い
、
十
日
程
度
の
入
院
で
大
丈

夫
と
聞
か
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
経
過
が
思
わ
し

く
な
い
様
態
が
続
い
た
。
入
院
が
長
引
き
そ
う
と

い
う
こ
と
で
、
私
と
母
が
新
た
に
必
要
品
を
届
け

る
際
、
父
の
念
珠
と
小
さ
な
阿
弥
陀
さ
ま
を
病
室

に
持

っ
て
行
き
ま
し
た
。
父
は
そ
の
仏
さ
ま
を
手

に
取
り

「あ
ぁ
ー
」
と
言
葉
と
も
嘆
息
と
も
言
え

な
い
声
を
あ
げ
ま
し
た
。
あ
の
時

の
声
は
何
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
八
七
歳
と
い
う
年
齢
、

一
向

に
良
く
な
ら
な
い
自
己
の
体
を
思
う
と
き
、
死
が

現
実
と
し
て
明
ら
か
に
な

っ
て
い
く
。
夜
中
の
病

室
の
中
、
い
か
な
る
心
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
み
仏

の
教
え
を
伝
え
る
べ
き
僧
侶
、
し
か
し
ま
た
、
今

を
生
き
て
い
る
人
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

か
ね
て
聞
き
示
さ
れ
た
み
教
え
を
い
た
だ
き
な

が
ら
、
命
終

っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
我
が
身
を

辛
く
、
心
細
く
思
う

の
も
事
実
、
そ
し
て
そ
う

思

っ
て
し
ま
う
我
が
身
に
愕
然
と
す
る
の
も
事
実

で
し
ょ
う
。
そ
の
父
に
渡
し
た
阿
弥
陀
さ
ま
を
手

に
取
り
、

「あ
ぁ
、
そ
う
で
あ
っ
た
。
我
が
身
の

こ
と
も
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
こ
と
を
、
哀
れ
み

た
も
う
如
来
の
大
悲
大
慈
の
お
心
に
お
任
せ
す
る

の
み
で
あ

っ
た
」
と
頷
か
せ
て
頂
い
た
の
が
、
父

の
姿
で
あ
り
ま
し
た
。 

 
 

本
願
力
に
あ
ひ
ぬ
れ
ば 

 
 
 

む
な
し
く
ず
ぐ
る
人
ぞ
な
き 

 
 
 

功
徳
の
宝
海
み
ち
み
ち
て 

 
 
 

煩
悩
の
濁
水

へ
だ
て
な
し 

  

本
願
力
の
力
で
あ
れ
ど
、
強
弱
で
は
な
く
、
温

か
い
力
で
あ
る
と
語
ら
れ
た
妙
好
人
が
お
ら
れ

る
。
温
か
い
か
ら
こ
そ
、
い
の
ち
を
お
育
て
い
た

だ
け
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。 

 

今
生
の
別
れ
で
あ
り
な
が
ら
、
悲
し
い
ご
縁
で

あ
り
な
が
ら
、
仏
縁
と
し
て
頂
い
た
と
き
、
父
と

の
別
れ
が
私
を
お
育
て
頂
く
尊
き
ご
縁
と
な
り
得

る
の
で
あ
り
ま
す
。 

 

※
小
さ
な
阿
弥
陀
さ
ま
を
手
に
取

っ
た
父
の

「あ
ぁ
ー
」
の

一
言
か
ら

『恵
信
尼
消
息
』
で
、

親
鸞
聖
人
が
、

「ま
は
さ
て
あ
ら
ん
」
と
お

っ

し
ゃ

っ
た

こ

と
と
重
な

り

ま
し
た
。 

 

父

の
胸

中

も
、

我

が
身

と

阿
弥
陀

さ

ま

の
真

実

が

明
ら

か
に
頷

け

た

「
噫

」 

だ

っ
た
と
思

う

こ
と

で
あ

り
ま
す
。 

合
掌 

３ 
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三
月
二
十
二
日

（日
）
午
後
二
時
よ
り
、
秋
の
お
彼
岸

法
要
を
行
い
ま
し
た
。 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
予
防
や
拡
散
防
止
の
た

め
、
全
国
で
も
法
要
を
中
止
さ
れ
る
と
聞
き
ま
す
の
で
、

も
し
か
し
た
ら
、
ど
な
た
も
来
ら
れ
な
い
か
な
あ
と
思
っ

て
お
り
ま
し
た
。 

 

し
か
し
、
細
川
研

一
さ
ん
、
川
田
原
末
廣
さ
ん

・
正
明

さ
ん
親
子
、
山
田
昌
三
さ
ん
、
髙
橋
八
重
子
さ
ん
、
福
井

恒
彰
さ
ん
が
ご
参
拝
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 

ご

一
緒
に
、

『
仏
説
阿
弥
陀
経
』
を
お
つ
と
め
し
て
、

少
し
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
は
満
悦
し
て

「危
険
を
顧
み
ず
、
ご
参
拝
い
た
だ
き
ま
し
た
」
と
申
し

ま
し
た
こ
と
、
後
で
、
不
謹
慎
か
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。 

 

こ
の
言
葉
が
出
た
の
は
、

『歎
異
抄
』
第
二
条
で
、
親

鸞
聖
人
が
、
関
東
か
ら
上
洛
さ
れ
た
ご
門
弟
に
、

「お
の

お
の
の
十
余
箇
国
の
さ
か
ひ
を
こ
え
て
、
身
命
を
か
へ
り

み
ず
し
て
、
た
ず
ね
き
た
ら
し
め
た
ま
ふ
御
こ
こ
ろ
ざ
し

ひ
と

へ
に
往
生
極
楽
の
み
ち
を
問
ひ
き
か
ん
が
た
め
な

り
。
」
の
お
言
葉
に
引
っ
か
け
た
つ
も
り
で
し
た
。 

 

皆
さ
ん
が
お
帰
り
に
な
っ
て
間
も
な
く
、
中
木
原
乃
既

子
さ
ん
も
お
出
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

 

皆
さ
ま
、
ご
参
拝
、
誠
に
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

総
参
拝
数 

一
八
〇
名

（前
年
度

一
八
三
名
） 

 

〈恒
例
法
要
〉 

三
二
名

（前
年
度
四

一
名
） 

七
月 

七
日

（日
） 

 

永
代
経
法
要 

 

八
名
参
拝

（前
年
度
九
名
） 

九
月
二
二
日

（日
） 

 

秋
季
彼
岸
会
法
要 

七
名
参
拝

（前
年
度

一
二
名
） 

一
二
月

一
五
日

（日
） 

 

 
 

報
恩
講 

講
師 

東
組

一
樹
寺 

有
賀
良
雄
師 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

一
〇
名

（前
年
度

一
一
名
） 

三
月
二
二
日

（日
） 

 

春
季
彼
岸
会
法
要 

七
名
参
拝

（前
年
度
九
名
） 

 
〈の
ん
の
ん
法
話
会
〉
二
二
名

（前
年
度
四
五
名
） 

四
月

一
六
日

（火
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

二
名 

四
月
二
六
日

（金
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

一
名 

五
月 

六
日

（月
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

一
名 

五
月

一
六
日

（木
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

二
名 

六
月
二
六
日

（水
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

一
名 

七
月 

六
日

（土
） 
の
ん
の
ん
法
話
会 

二
名 

七
月

一
六
日

（火
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

二
名 

八
月 

六
日

（火
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

一
名 

八
月

一
六
日

（金
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

三
名 

九
月 

六
日

（金
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

二
名 

一
〇
月 

六
日

（日
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

一
名 

一
月

一
六
日

（木
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 
二
名 

二
月

一
六
日

（日
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 
二
名 

 

〈参
拝
者
数
〉 

一
二
二
名

（前
年
度
九
七
名
） 

 

〈参
拝
訪
問
〉 

五
名

（前
年
度

一
七
名
） 

 

〈法
務 

内
勤
〉 

二
〇
件

（前
年
度

一
四
件
） 

 
 
 
 
 
 
 

一
一
七
名

（前
年
度
八
〇
名
） 

 

〈法
務 

外
勤
〉 

八
二
件

（前
年
度
七
二
件
） 

 

〈他
寺
院
法
要
手
伝
い
〉 

二
八
件

（前
年
度
二
七
件
） 

 

〈布
教
〉 

五
件

（前
年
度

一
六
件
） 

 

〈門
徒
総
代
会
〉 

第
１
回 

六
月 

一
日

（土
） 

５
名
参
加 

第
２
回 

九
月
二
二
日

（日
） 

４
名
参
加 

 

〈本
山

・
教
区

・
組

・
そ
の
他
〉 

五
月
二

一
日

（火
） 

築
地
本
願
寺
宗
祖
降
誕
会 

 

六
月 

六
日

（木
） 

東
組
仏
教
婦
人
会
連
盟
総
会 

 
 

六
月
二
二
日

（土
） 

東
組
組
会
総
代
研
修
会 

九
月 

八
日

（日
） 

東
京
教
区
総
代
世
話
人
研
修
会 

 

九
月

一
八
日

（水
） 

千
鳥
ヶ
淵
全
戦
没
者
追
悼
法
要 

 

一
一
月

一
五
日

（木
） 

築
地
本
願
寺
宗
祖
報
恩
講 

一
二
月 

八
日

（土
） 

築
地
本
願
寺
成
道
会
布
教
大
会 

一
月

一
五
日

（水
） 

本
山

・
御
正
忌
報
恩
講 

（中
止
）
３
月
１
２
日

（木
） 

東
組
実
践
運
動
推
進
協
議
会 

 

（中
止
）
３
月
２
８
日

（土
） 

東
組
臨
時
組
会 

 

〈帰
敬
式
受
式
者
〉 

 

山
田
昌
三
様 

一
一
月

一
五
日 

築
地
本
願
寺
報
恩
講 

 

◎
法
務
は
増
え
て
い
る
の
で
す
が
、
法
話
会
や
布
教
が
、 

 

 

毎
年
減
少
し
て
お
り
ま
す
。
住
職
の
聴
聞
の
姿
勢
が
問 

 

わ
れ
て
い
る
と
反
省
い
た
し
ま
す
。 

４ 

令
和
元
年
度 

 

稱
讃
寺
活
動
報
告 

 
 

 
 

 

二
〇

一
九
年
四
月

一
日
～ 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
〇
二
〇
年
三
月
三
十

一
日 

秋季彼岸会法要 
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中
世
の
延
暦
寺 

  

わ
た
し
た
ち
は
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
、
仏
教
の
民
衆

解
放
と
い
う
視
点
で
法
然

・
し
ん
ら
ん
を
評
価
し
て
き

た
。
そ
れ
ま
で
の
旧
仏
教
は
民
衆
救
済
を
怠

っ
た
貴
族

仏
教
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
法
然
や
親
鸞
は
仏
教
の
教

え
を
は
じ
め
て
民
衆

の
世
界
に
説
き
ひ
ろ
め
た
、

と

・
・
・
。
し
か
し
こ
う
し
た
見
方
は
、
大
き
な
難
点

を
か
か
え
て
い
る
。
旧
仏
教
の
質
的
変
化
の
無
視
で
あ

る
。
親
鸞
の
生
き
た
時
代
、
旧
仏
教
は
も
は
や
律
令
体

制
下
の
そ
れ
と
は
大
き
く
変
化
し
て
い
た
。
わ
た
し
た

ち
は
こ
れ
ま
で
こ
の
変
化
を
見
落
と
し
て
き
た
。 

 

旧
仏
教
は
奈
良
時
代
か
ら
平
安
初
期
に
、
朝
廷
の
積

極
的
な
支
援
を
受
け
て
興
隆
し
た
。
律
令
体
制
下
の
仏

教
は
朝
廷
か
ら
手
厚
い
保
護
を
受
け
て
い
た
が
、
そ
の

反
面
、
さ
ま
ざ
ま
な
規
制
に
縛
ら
れ
て
い
た
。
私
度
が

禁
じ
ら
れ
て
自
分
の
弟
子
を
思
い
通
り
に
僧
侶
に
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
し
、
民
衆
布
教
も
人
心
を
惑
わ

せ
る
と
し
ば
し
ば
禁
じ
ら
れ
た
。
律
令
体
制
の
も
と
で

は
、
仏
教
は
さ
ま
ざ
ま
な
規
制
で
が
ん
じ
が
ら
め
に
縛

ら
れ
て
い
た
。 

 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
律
令
体
制
は
十
世
紀
で
崩
壊
し

た
。
班
田
収
受
や
租
庸
調
の
シ
ス
テ
ム
が
破
綻
し
、
支

配
の
し
く
み
が
大
き
く
変
化
し
て
い
く
。
規
制
緩
和
と

民
営
化

・
地
方
分
権
、
大
き
な
政
府
か
ら
小
さ
な
政
府

へ
の
転
換

・
・
・
、
い
ず
れ
も
わ
た
し
た
ち
に
馴
染
み

深
い
用
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
新
し
い
王
朝
国
家
の
基

本
方
針
と
な
っ
た
。
仏
教
を
縛
っ
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な

制
約
が
撤
廃
さ
れ
、
仏
教
界
は
活
動
の
自
由
を
手
に
し

た
。
し
か
し
そ
れ
は
苦
い
自
由
で
あ

っ
た
。
な
ぜ
な

ら
、
経
済
支
援
の
打
ち
切
り
と

一
体
で
あ

っ
た
か
ら

だ
。
朝
廷
の
財
政
援
助
を
失
っ
た
寺
院
は
、
経
済
的
危

機
に
直
面
す
る
。
こ
う
し
て
古
代
仏
教
は
否
応
な
く
、

自
己
変
革
を
迫
ら
れ
た
。
旧
仏
教
の
中
世
化
が
こ
こ
か

ら
は
じ
ま
る
。 

 

旧
仏
教
の
中
世
的
変
容
で
と
く
に
留
意
す
べ
き
は
、

民
衆
化
で
あ
る
。
こ
れ
は
政
治
と
思
想
の
両
面
で
推
進

さ
れ
た
。
旧
仏
教
の
僧
侶
た
ち
は
ま
ず
地
域
社
会
の
な

か
に
入
り
込
み
、
武
士
の
支
配
や
、
国
司
の
支
配
に
対

す
る
民
衆
の
不
満
を
組
織
化
し
た
。

「受
領
は
倒
る
る

と
こ
ろ
に
、
土
を
つ
か
め
」

（
『今
昔
物
語
集
』
巻
二

八
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
国
司
の
貪
欲
ぶ
り

は
有
名
で
あ
る
が
、

一
方
、
武
士
も
ま
た
耳
を
切
り
、

鼻
を
削
ぐ
と
い
っ
た
粗
野
な
暴
力
で
民
衆
を
ね
じ
伏
せ

よ
う
と
し
た
。
延
暦
寺
の

「悪
僧
」
た
ち
は
、
そ
れ
に

対
す
る
民
衆
の
不
満
を
掘
り
起
こ
し
て
、
貪
欲
な
国
司

や
凶
暴
な
武
士
の
非
道
を
朝
廷
に
訴
え
た
。
こ
れ
が
強

訴
で
あ
る
。
こ
の
強
訴
に
よ
っ
て
延
暦
寺
は
民
衆
の
不

満
を
代
弁
し
、
国
司
や
武
士
を
流
罪
に
追
い
込
ん
だ
。

延
暦
寺
な
ど
旧
仏
教
が
中
世
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
い

ち
ば
ん
の
要
因
は
、
こ
の
民
衆
の
不
満
の
組
織
化
に

あ
っ
た
。 

 

民
衆
化
は
教
え
の
面
で
も
す
す
め
ら
れ
た
。
延
暦
寺

で
著
わ
さ
れ
た

『
阿
弥
陀
新
十
疑
』
で
は
、
煩
悩
を

も
っ
た
普
通
の
ひ
と
で
あ
っ
て
も
念
仏
の
力
で
極
楽
往

生
で
き
る
、
と
説
い
て
い
る
。
ま
た
、
真
言
宗
の

『覚

禅
鈔
』
で
は
悪
人
の
往
生
を
説
く

一
方
、
中
国
の
善
導

の
著
書
を
引
用
し
な
が
ら
念
仏
の
専
修
を
す
す
め
て
い

た
。
旧
仏
教
の
世
界
で
は
悪
人
往
生
は
常
識
と
な
っ
て

お
り
、
や
が
て
そ
の
教
え
は
貴
族
社
会
、
さ
ら
に
民
衆

の
世
界
に
も
ひ
ろ
ま
っ
て
い
っ
た
。
保
安
元

（
一
一
二

〇
）
年
、
あ
る
貴
族
は
そ
の
日
記
で

「弥
陀
の
本
願
は

重
罪
人
も
棄
て
ざ
る
な
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
往
生
の
志

あ
る
人
は
、
た
だ
念
仏
を
修
す
べ
き
な
り
」

（
『
中
右

記
』
）
と
書
き
記
し
て
い
る
。 

 

さ
ら
に

『
梁
塵
秘
抄
』
は
、

「弥
陀
の
誓
ひ
ぞ
頼
も

し
き 

十
悪
五
逆
の
人
な
れ
ど 

一
度
御
名
を
称
ふ
れ

ば 

来
迎
引
接
疑
は
ず
」 

と
謳
っ
て
い
る
。
双
方
と
も
、
い
か
な
る
悪
人
で
あ
っ

て
も
念
仏
を
称
え
る
だ
け
で
極
楽
往
生
で
き
る
、
と
述

べ
て
い
る
。

『
梁
塵
秘
抄
』
は
後
白
河
院
が
流
行
歌
の

歌
詞
を
集
め
て
編
纂
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
成
立
は

親
鸞
の
誕
生
以
前
に
さ
か
の
ぼ
る
。
親
鸞
が
生
ま
れ
る

以
前
か
ら
、
念
仏
に
よ
る
悪
人
往
生
の
教
え
は
民
衆
歌

謡
と
し
て
流
布
し
て
い
た
。
旧
仏
教
の
教
え
は
民
衆
の

世
界
に
ま
で
浸
透
し
て
い
た
。
仏
教
の
民
衆
解
放
は
、

法
然
や
親
鸞
を
待
た
ず
と
も
、
す
で
に
院
政
時
代
に
旧

仏
教
の
手
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

実
は
院
政
時
代
は
旧
仏
教
の
最
盛
期
で
あ
っ
た
。
旧

仏
教
は

一
時
、
朝
廷
か
ら
冷
遇
さ
れ
た
が
、
末
法
思
想

を
手
が
か
り
に
し
て
再
び
朝
廷
の
支
援
獲
得
に
成
功
し

た
。
僧
侶
た
ち
は

「国
司
が
私
利
私
欲
に
走
っ
て
、
寺

院
経
済
を
破
綻
さ
せ
仏
法
を
衰
滅
さ
せ
た
」
と
非
難

し
、

「現
状
を
放
置
す
れ
ば
日
本
は
末
法
に
呑
み
込
ま

れ
て
、
戦
乱
の
世
に
な
る
」
と
主
張
し
た
。
そ
し
て

「国
土
の
平
和
と
王
権
の
安
定
の
た
め
に
は
、
寺
院
経

済
を
安
定
さ
せ
て
仏
法
興
隆
と
末
法
の
克
服
を
図
る
こ

と
が
必
要
だ
」
と
力
説
し
て
、
荘
園
寄
進
を
朝
廷
に
求

め
た
。
こ
の
主
張
は
転
換
期
を
生
き
る
貴
族
た
ち
の
不

安
を
と
ら
え
、
朝
廷
は
莫
大
な
財
を
仏
法
興
隆
に
投
じ

て
い
っ
た
。
こ
う
し
て
旧
仏
教
は
最
盛
期
を
迎
え
、
そ

の
隆
盛
の
な
か
で
、
悪
人
往
生
や
念
仏
往
生
の
教
え
が

民
衆
の
世
界
に
ま
で
流
布
し
た
の
で
あ
る
。 

５ 

 

 
立

教

開

宗

八

〇

〇

年 

親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
五
〇
年 

慶
讃
法
要 

企
画 

親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う 

『親
鸞
聖
人
七
五
十
回
大
遠
忌
記
念 

親
鸞
』

「親
鸞
誕
生
の
時
代
」
平 

雅
行 

氏 

著

（
「別
冊 

太
陽
」
平
凡
社
発
行
）
よ
り
抜
粋
し
た
も
の
で
す
。 
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朝
廷
の
仏
法
興
隆
策
は
、
他
方
で
は
経
典
研
究
の
深

化
を
も
た
ら
し
た
。
院
政
時
代
に
は
朝
廷
の
保
護
の
も

と
、
二
会

・
四
灌
頂

・
三
講
と
い
っ
た
国
家
的
法
会
が

整
備
さ
れ
て
い
る
。
学
僧
た
ち
は
寺
内
法
会
で
研
鑽
を

積
ん
で
選
抜
さ
れ
、
秀
で
た
者
は
国
家
的
法
会
の
晴
れ

舞
台
で
宗
派
を
代
表
し
て
論
議
に
臨
ん
だ
。
延
暦
寺
や

興
福
寺
の
僧
侶
が
貴
族
や
天
皇
の
居
並
ぶ
前
で
、
宗
派

の
栄
誉
を

一
身
に
背
負

っ
て
激
し
い
論
戦
を
く
り
ひ
ろ

げ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
学
僧
た
ち
が
研
鑽
と
能
力
に

よ
っ
て
立
身
出
世
で
き
る
道
が
整
え
ら
れ
、
仏
典
の
実

証
的
研
究
が
劇
的
に
す
す
ん
だ
。 

 

延
暦
寺
の
証
真
、
東
大
寺
の
宗
性

・
凝
然
の
よ
う

に
、
平
安
末
か
ら
鎌
倉
中
期
に
か
け
て
、
旧
仏
教
は
卓

越
し
た
学
僧
を
輩
出
し
て
い
る
。
仏
法
興
隆
は
仏
典
研

究
の
深
化
と
な
っ
て
結
実
し
た
。
法
然

・
親
鸞
ら
の
個

性
的
で
独
創
的
な
経
典
解
釈
の
背
後
に
は
、
旧
仏
教
で

の
実
証
的
な
文
献
学
的
研
究
の
蓄
積
が
あ
っ
た
。
も
ち

ろ
ん
、
法
然
た
ち
思
想
家
と
、
仏
教
学
者
と
は
そ
の
立

場
を
異
に
し
て
い
る
。
し
か
し
か
れ
ら
思
想
家
た
ち
の

教
え
も
、
旧
仏
教
に
お
け
る
仏
教
学
研
究
の
深
み
の
な

か
か
ら
誕
生
し
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

し
か
も
中
世
の
延
暦
寺
で
扱

っ
て
い
た
の
は
、
天
台

宗
や
真
言
宗
だ
け
で
は
な
い
。
法
相
宗

・
三
論
宗

・
華

厳
宗
は
も
と
よ
り
、
禅
宗
や
浄
土
宗
も
教
え
て
い
た

し
、
さ
ら
に
儒
学

・
和
歌
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
医

学

・
薬
学
や
農
業
技
術

・
土
木
技
術
ま
で
教
授
し
て
い

た
。
ま
さ
に
知
識
の
宝
庫
で
あ
る
。
延
暦
寺
は

一
種
の

総
合
大
学
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
、
中
世
の
知
識
体
系

の
結
節
点
で
あ
っ
た
。 

 

中
世
で
は
旧
仏
教
の
学
問
が
衰
退
し
、
延
暦
寺
は
戦

争
と
強
訴
に
明
け
暮
れ
て
腐
敗

・
堕
落

・
混
迷
の
場
に

化
し
た
と
い
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
は
鎌
倉
新
仏

教
の
清
新
さ
を
際
立
た
せ
る
た
め
の
虚
構
に
す
ぎ
な

い
。
旧
仏
教
の
豊
か
な
知
的
創
造
力
、
こ
れ
が
法
然
や

親
鸞
の
母
胎
で
も
あ
っ
た
。 

  
 

 

内
乱
の
思
想
的
衝
撃 

  

こ
う
し
た
仏
法
の
あ
り
よ
う
に
深
刻
な
問
い
を
投
げ

か
け
た
の
が
、
治
承

・
寿
永
の
内
乱

（源
平
争
乱
）
で

あ
る
。
こ
れ
ま
で
朝
廷
は
、
末
法
を
克
服
し
て
平
和
を

実
現
す
る
た
め
、
莫
大
な
財
を
仏
教
振
興
に
投
じ
て
き

た
。
寺
院
は
満
ち
あ
ふ
れ
、
教
学
は
盛
ん
と
な
っ
て
、

そ
の
教
え
は
民
衆
の
世
界
に
も
浸
透
す
る
な
ど
、
仏
教

界
は
空
前
の
活
況
を
呈
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
内
乱
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か

も
そ
の
戦
乱
は
、
保
元

・
平
治
の
乱
の
よ
う
な
数
百
人

単
位
の
局
地
戦
で
は
な
い
。
戦
い
に
は
数
多
く
の
百
姓

も
駆
り
出
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
全
国
に
お
よ
ん
だ
。

内
乱
の
被
害
が
癒
え
る
に
は
、
平
家
の
滅
亡
後
、
二
十

年
近
く
の
歳
月
を
要
し
た
ほ
ど
、
戦
乱
の
爪
痕
は
深
刻

で
あ
っ
た
。

『
平
家
物
語
』
が
国
民
的
文
学
に
な
っ
た

の
は
、
源
平
内
乱
が
国
民
的
体
験
と
い
え
る
ぼ
ど
、
そ

の
影
響
が
広
く
か
つ
深
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。 

 

い
っ
た
い
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
内
乱
が
勃
発
し
た
の

か
。
数
多
く
の
僧
侶
が
必
死
に
な
っ
て
平
和
の
祈
り
を

捧
げ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
戦
乱
を
阻
止
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
。
貴
族
も
、
僧
侶
も
、
こ
の

重
い
問
い
を
反
芻
し
た
。 

 

そ
れ
に
対
し
て
は
三
と
お
り
の
答
え
が
あ
っ
た
。
第

一
は
仏
法
の
興
隆
が
未
だ
不
十
分
だ

っ
た
と
い
う
考

え
、
第
二
は
僧
侶
の
質
に
問
題
が
あ

っ
た
と
い
う
見

方
、
そ
し
て
第
三
は
旧
仏
教
の
教
え
そ
の
も
の
に
難
が

あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
第

一
は
旧
仏
教
の
主
流
派

の
考
え
で
あ
る
。
仏
法
興
隆
は
な
お
不
十
分
で
あ
り
、

朝
廷
は
平
和
を
実
現
す
る
た
め
に
、
い
っ
そ
う
の
財
を

投
じ
て
さ
ら
な
る
造
寺
造
塔
に
励
む
こ
と
が
必
要
だ
、

と
彼
ら
は
主
張
し
た
。 

 

第
二
の
考
え
は
、
僧
侶
の
質
に
問
題
が
あ
る
と
考
え

た
人
び
と
は
、
戒
律
復
興
を
掲
げ
て
仏
教
界
を
刷
新
し

よ
う
と
し
た
。
仏
法
の
教
え
は
正
し
い
し
、
朝
廷
も
ま

た
仏
法
興
隆
に
十
分
な
力
を
尽
く
し
て
き
た
。
欠
け
て

い
た
の
は
僧
侶
の
質
の
向
上
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と

で
、
戒
律
を
き
び
し
く
遵
守
す
る
禁
欲
運
動
が
わ
き
起

こ
り
、
朝
廷
や
幕
府
も
そ
れ
を
積
極
的
に
支
持
し
た
。

貞
慶
は
法
相
宗
と
戒
律
、
明
恵
は
華
厳
宗
と
戒
律
、
栄

西
は
禅
と
戒
律
、
俊
芿
は
天
台

・
真
言
と
戒
律
、
そ
し

て
叡
尊
は
真
言
宗
と
戒
律
を
打
ち
出
し
た
。
彼
ら
は
い

ず
れ
も
、
禁
欲
を
ま
も
り
、
戒
律
を
遵
守
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
仏
教
の
教
え
を
再
活
性
化
し
よ
う
と
し
た
。 

 

そ
れ
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
の
仏
教
の
教
え
に
根
源
的

な
疑
問
を
も
っ
た
人
び
と
も
い
た
。
法
然

・
日
蓮

・
道

元
、
そ
し
て
親
鸞
で
あ
る
。
彼
ら
は
眼
前
の
仏
法
の
あ

り
よ
う
に
絶
望
し
、
旧
仏
教
の
教
え
に
根
本
的
な
懐
疑

を
突
き
つ
け
た
。
そ
し
て
あ
り
う
べ
き
真
の
仏
法
を
探

求
し
、
や
が
て
彼
ら
は
、
み
ず
か
ら
の
個
性
と
資
質
に

即
し
て
、
そ
の
答
え
を
見
い
だ
し
て
い
っ
た
。
こ
の
第

三
の
人
び
と
は
少
数
派
で
は
あ
っ
た
が
、
彼
ら
の
根
源

的
な
思
想
の
営
み
は
、
時
代
を
超
え
た
普
遍
性
を
獲
得

す
る
に
至
る
。 

 

旧
仏
教
の
空
前
の
活
況
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

内
乱
を
阻
止
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
無
力

・
・
・

そ
れ

へ
の
痛
切
な
自
責
と
根
源
的
な
懐
疑
が
親
鸞
を

「親
鸞
」
そ
の
ひ
と

へ
と
導
い
て
い
っ
た
。
す
べ
て
の

人
間
は
平
等
に
悪
人
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
独
創

的
な
平
等
の
教
え
、
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
ま
こ
と
の
仏

法
で
あ
る
と
い
う
確
固
た
る
確
信
は
、
内
乱
に
打
ち
ひ

し
が
れ
た
無
力
と
絶
望
と
怒
り
の
な
か
か
ら
誕
生
し
た 

建
仁
元
年
、
親
鸞
二
十
九
歳
の
と
き
の
こ
と
で
あ
っ
た 

毎
月

「親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う
」
を
掲
載
し
ま
す 

親
鸞
聖
人
が
生
き
た
時
代
の
社
会
の
あ
り
方
な
ど
を
通
し
て
親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯
を
訪
ね
少
し
で
も
そ
の
ご
遺
徳
を
感
じ
れ
た
ら
と
思
い
ま
す 
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三
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

  

六
日

（水
） 

門
信
徒
の
集
い 

午
後
二
時 

 

一
〇
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

一
六
日

（土
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

一
七
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

二

一
日

（木
） 

築
地
本
願
寺
親
鸞
聖
人
降
誕
会 

 

二
四
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

二
六
日

（火
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

三

一
日

（
日
） 

親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う 

午
後
二
時 

編
集
後
記 

 
稱
讃
寺 

行
事
予
定 

二
〇
二
〇
年 

五
月
の
行
事
予
定 

 

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
が
収
ま
ら
な
い

状
況
で
、
皆
さ
ま
の
ご
心
痛
、
ご
心
労
い
か
ば
か
り
か
と
拝 

察
申
し
あ
げ
ま
す
。 

 

田
畑
正
久
先
生
の
ブ
ロ
グ
に
友
人
の
お
医
者
さ
ん
か
ら 

「CO
V
ID

-
1
9

に
各
宗
教
は
無
力
と
言
わ
れ
る
。
仏
教
者
は

如
何
に
生
き
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
」
と
の
質
問
に
対
し
、 

田
畑
先
生
は
、
仏
教
の
救
い
は

「
第
二
の
矢
を
受
け
な
い
」 

と
教
え
て
い
ま
す
。
と
お
応
え
に
な
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。 

 

あ
る
日
、
お
釈
迦
様
は
、
お
弟
子
に

「
仏
法
を
聞
い
た
こ 

と
が
な
い
人
と
、
仏
法
を
聞
い
た
人
と
は
、
ど
こ
が
違
う
の 

で
し
ょ
う
」
と
質
問
さ
れ
ま
し
た
が
、
お
弟
子
は
誰
も
答
え 

ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

お
釈
迦
様
は
、

「
二
つ
の
矢
の
譬
え
」
で
、
そ
の
違
い
を 

説
か
れ
ま
し
た
。

「未
だ
仏
法
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
人
は 

第

一
の
矢
を
身
体
で
受
け
、
さ
ら
に
第
二
の
矢
を
心
で
受
け 

そ
れ
に
執
着
し
、
苦
し
み
ま
す
。
し
か
し
、
仏
法
を
聞
い
た 

人
は
、
第

一
の
矢

（逆
縁
）
か
ら
生
じ
る
怒
り
、
妬
み
、
苦 

し
み
、
悲
し
み
、
絶
望
と
い
う
第
二
の
矢
を
受
け
る
こ
と
が 

な
い
し
、
そ
れ
に
執
着
す
る
心
が
生
ま
れ
な
い
」
と
仰
い
ま 

し
た
。 

 

第

一
の
矢

（CO
V
ID

-
1
9

）
を
受
け
な
い
よ
う
に
、
日
頃 

か
ら
対
策
を
講
じ
て
お
く
こ
と
は
大
切
な
事
で
す
し
、

〝差 

別
し
な
い
〟
等
、
人
道
的
な
行
動
が
求
め
ら
れ
ま
す
。 

 

喜
怒
哀
楽
の
生
き
方
し
か
で
き
な
い
私
で
す
が
、
お
念
仏 

申
す
営
み
に
、
第
二
の
矢
を
受
け
て
い
て
も
、

「
大
丈
夫
だ 

よ
」
と
傍
で
い
つ
も
呼
び
続
け
て
お
ら
れ
る
阿
弥
陀
さ
ま 

は
、
執
着
す
る
私
の
心
を
溶
か
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
、 

味
わ
っ
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

二
〇
二
〇
年 

四
月
の
行
事
予
定 

  

耕
心
田

こ
う
し
ん
で
ん 

 

心
こ
こ
ろ

を
耕

た
が
や

す
教お

し

え
を
聞き

こ
う 

  
 

 
 

二
〇
二
〇
年

「心
の
と
も
し
び
」
四
月
カ
レ
ン
ダ
ー
よ
り 

 

五
日

（
日
） 
日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 
 

 
 

 
 

 
門
信
徒
の
集
い 

午
後
二
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

（兼

：
花
ま
つ
り
） 

  

六
日

（月
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
二
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

一
六
日

（木
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 
午
後
二
時 

 
 

 
 

 
 

 
 

（兼

：
立
教
開
宗
記
念
） 

 

一
九
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

二
六
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 
 

 
 

 
 

 

親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う 

午
後
二
時 

 

新
し
く
開
通
し
た
佐
多
路
の

「伊
座
敷
ト
ン
ネ
ル
」
で
す
。
二
キ
ロ

ぐ
ら
い
あ
る
長
い
ト
ン
ネ
ル
で
す
。
ト
ン
ネ
ル
を
ぬ
け
る
と

・
・
・ 

  

 

六
日

（土
） 

門
信
徒
の
集
い 

午
後
二
時 

  

七
日

（
日
） 
日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

一
四
日

（
日
） 

日
曜
礼
拝 

午
前
九
時 

 

一
六
日

（火
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 

午
後
二
時 

 

二

一
日

（
日
） 

永
代
経
法
要 
正
午 

 

二
六
日

（金
） 

の
ん
の
ん
法
話
会 
午
後
二
時 

 

二
八
日

（
日
） 

親
鸞
聖
人
を
知
ろ
う 

午
前
九
時 

 

二
〇
二
〇
年 

六
月
の
行
事
予
定 

二
〇
二
〇
年
度 

稱
讃
寺
門
信
徒
会
費 

年
会
費 

六
千
円 

振
込
先 

城
北
信
用
金
庫 

一
ツ
家
支
店 

名 

義 

浄
土
真
宗
本
願
寺
派 

稱
讃
寺
教
会 

 
 

 
 

 

代
表 

北 

村 
 

信 

也 

口 

座 

普
通 

６
１
７
６
０
５
１ 


