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寺
に
歴
史
あ
リ
。

人
々
に
信
仰
あ
り

・

日
本
の

心
の
故
郷
を
紀
行
す
る
.

松
阪

J
d
k
J
 

樹
助
明
寺
第
四
十
六
世
山
下
法
文
往
路
と
樹
酷
眼

寺
本
堂
・

焼
酎
円
は
江
戸
時
開
代
の
受
過
の
要
衝

に
位
置
し
、
舎
も
か
つ
て
と
同
じ
場
所
で
広

さ
も
愛
わ
っ
て
い
な
い
.



出
問
助
副
畠
曹
の
岨
慣
憲
で
あ
る
本
居
憲

・

@
学
者

と
し
て
有
名
な
本
居
賓
畏
は
こ
の
倒
閣
曲E
e

で
綬
媛
、
五
軍
帽
間
伝
を
受
け
て
い
る・

本
尊
阿
弥
陀
仏
は
第
二
位
、
中
由
開
界
篭
上
人
が
安
置
し

、

三
十
七
世
行
釜
土
人
の
跨
に
再
建
さ
れ
て
い
る
・

出
間
勤
官
昌
司
の
事
地
に
あ
る
幡
宮
り
薗
・
と
は
別
に
‘
貨
畏
の

遺
芭
で
出
量
て
ら
れ
た
お
く
つ
き
・

出
個
酷
田
容
か
ら
恵
で

約
二
十
分
の
山
骨
量
山
の
山
頂
に
あ
る

.



I!I着目寺が創建された総ヶ島。 今は田んぼの中
に尊重跡の小山が残るだけになっている.

樹君臨寺山門。総阪に移転した樹叡寺は、
伊事事参りの参道に面して建てられた.



明治二十六年のを公緩大火から復興さ
せたのは第四十二t空.雀滋竃上人.
名鎗だった洛奮上人を図。会が笠前
から作られ、 舎なお量産いている. 写
演は弟子に周まれる法奮上人 {を写
真前列中央.)

明治の復興に.111として大いに傷力
した原因二郎氏の験機. 5査音よ人と
伺時代の人で 、 *i祉活動のための
{財) 積盤会を作り 、 舎も活動l孟続
いている.

総
阪
と
い
え
ば
伊
植
田
串
間
人
で
有
名
.

写
実

は
旧
小
津
清
を
衛
門
の
総
綴
商
人
の
館
.

岨
畑
彫/
ヲ
カ
オ
カ
邦
彦
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山
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共
に



朝
の
挨
拶
か
ら
-
日
は
は
じ
ま
る

私
の
今
の
仕
事
は
毎
朝
幼
稚
闘
の
門
前
に
な
っ
て
桂
闘
し
て
く
る
F

と
観
に
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す」

と
桟
拶
す
る
こ
と
で
す

。

幼
稚
闘
の
闘
員
と
し
て
巧
然
の
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
大
学
に
勤
務
す
る
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
、
こ
の
明
の
挨
拶
を
ほ
と
ん
ど
し
な
い
ま
ま
に
過
ご
し
て
い
ま
し
た
。

講
義
の
あ
る
時
だ
け

大
学
へ
行
け
ば
よ
い
と
簡
単
に
考
え
て
専
任
に
な
っ
た
も
の
の
、
大
学
で
の
勤
務
時
間
の
強
化
、
大
学
運

営
の
仕
事
を
す
る
役
職
に
つ
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
、
幼
稚
園
に
い
る
時
間
が
な
く
な
り
、
不
在
園
長

と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
す

。

友
人
の
闘
長
に
「
不
在
園
長
論

」
な
る
エ
ッ
セ
イ
を
雑
誌
に
苦
か

れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

又
、
母
親
た
ち
か
ら
幼
稚
園
に
い
て
下
さ
い
と
つ
め
寄
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。

こ
の
問
、
幼
稚
園
は
家
内
に
ま
か
せ
切
り
で
し
た

.

さ
て
、
定
年
と
な
り
大
学
生
活
が
終
わ
る
と
共
に
、
私
は
毎
朝

門
前
で
子
と
制
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
、
永
年
の
罪
亡

し

の
灯油
持
で
門
前
に
立
ち
、
子
ど
も
と
親
と
顔
を
合
わ
せ
、
朝
の
挨
修
を

す
る
と
、
f

ど
も
と
親
か
ら
生
き
る
再
び
を
う
え
ら
れ
る
の
で
す
。

同
パ
ス
が
な
い
の
で
、
登
闘
は
歩
い

た
り
、
自
転
車
に
乗
っ
て
来
ま
す
。

同
児
だ
け
で
な
く
弟
妹
を
つ
れ
て
来
る
母
が
多
い
の
で
す

.

な
か
に

は
自
転
車
の
前
に

一
入
、
後
に

一
人
、
母
の
背
中
に

一
人
と
三
人
の
子
ど
も
を
つ
れ
て
登
園
す
る
母
親
も

少
な
く
な
い
の
で
す

。

な
ぜ
か
二
人
、
三
人
の
子
持
ち
が
多
く
、

一
人
で
も
妊
娠
し
て
い
る
母
が
自
に
つ

き
ま
す
。

幼
稚
園
の
門
前
で
見
る
限
り
少
子

化
を
感
じ
な
い
の
が
不
思
議
で
す
。

子
ど
も
た
ち
の
胡
の
挨
拶
は
い
ろ
い
ろ
で
す

。

私
の
前
に
立
ち
止
ま
っ
て

「
え
ん
ち
ょ
う
せ
ん
せ
い

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」

と
て
い
ね
い
に
す
る
f
・

歩
き
な
が
ら
、
顔
だ
け
を
向
け
て
す
る
f
・

7 



母
親
に
相
つ
な
が
さ
れ
て
、
や
っ
と
小
さ
な
声
で
挨
拶
す
る
f
。

「
お
は
よ
う
」
と
大
き
な
戸
で
叫
び
な
が
ら
￡
り
込
ん
で
行
く
f
・

後
拶
は
そ
の
f

な
り
の
友
現
で
す
が
、
「
ど
も
の
心
が
私
に
伝
わ
っ
て
米
ま
す
。
そ
し
て
、
毎
日
技
拶

を
繰
り
返
し
て
い
る
う
ち
に
変
化
が
起
き
ま
す
。
ロ
シ
ア
人
の
付
の
f

ど
も
は
吋
に
背
中
を
も
た
れ
か
け

て
や
っ
と
小
さ
な
戸
で
「
お
は
よ
う
ま
す
」
と
し
か
J
え
な
か
っ
た
の
に
、

一
年
し
は
っ
と
、
向
分
か
ら
ピ

ョ
コ
ン
と
副
を
下
げ
て
技
拶
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
頃
は
必
ず
母
が
f

ど
も
と
い
っ
し
ょ
に
私
の

前
に
来
て
、
笑
顔
で
挨
拶
し
て
く
れ
る
の
で
私
も
思
わ
ず
笑
顔
に
な
り
ま
す
。

門
前
で
友
だ
ち
を
見
つ
け
る
と
お
互
い
に
走
り
寄
っ
て
抱
き
あ
わ
ん
ば
か
り
に
近
づ
き
、
お
互
い
に
、

「3

ち
ゃ
ん
の
マ
マ
」
と
母
に
も
声
を
か
け

、

手
を
つ
な
い
で
凪
内
に
入
っ
て
い
き
ま
す
。
特
に
年
長
児

の
男
の
f

た
ち
は
挨
修
も
そ
こ
そ
こ
に
同

内
に
本
り
込
ん
で
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
姿
を
見
て
い
る
と
、

瓦
だ
ち
と
遊
び
、
生
活
す
る
同
生
活
が
似
し
く
て
似
し
く
て
仕
点
な
い
と
い
う
気
持
を
、
か
ら
だ
か
ら
発

散
さ
せ
て
い
る
よ
う
で
す

.

幼
稚
凶
の
満
1

J
か
ら
の
4
4
.年
間
は
正
に
友
だ
ち
と
遊
び
、
生
活
す
る
こ
と
を
心
か
ら
欲
求
す
る
時
期

で
こ
の
心
的
を
満
た
す
の
が
幼
稚
園
だ
と
あ
ら
た
め
て
実
感
す
る
の
で
す
。

こ
の
毎
朝
の
挨
拶
は
園
生
活
の
始
ま
り
で
あ
り
、
こ
の
朝
の
挨
拶
が
あ
っ
て
こ
そ
、
子
ど
も
も
親
も
さ

わ
や
か
な
闘
生
活
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
今
考
え
る
の
で
す
。
そ
し
て
毎
朝
の
繰
り

返
し
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
今
、
し
み
じ
み
と
反
行
し
て
い
る
の
で
す
。

8 

環
境
問
題
は

「い
た
だ
き
ま
す
」
の
心
か
ら

か
つ
て
、
Y
山
の
幼
児
教
育
審
品
会
の
会
以
を
し
て
い
た
時
の
こ
と
で
す
。
こ
の
会
に
は
教
行
と
福
祉



の
行
政
関
係
省
、
保
育
刷
、
幼
稚
倒
の
闘
員
、
小
、
小
学
校
の
校
長
、
学
臓
経
験
お
が
メ
ン
バ
ー
で
し
た
。

田
町
食
の
時
は
、
小
学
校
長
に
聞
き
ま
し
た
。
Y

市
に
は
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
神
社
の
保
育
闘
、
幼
稚

闘
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
進
学
し
た
子
ど
も
た
ち
が
、
も
し
も
給
食
の
時
に
手
を
合
わ
せ

「
い
た
だ
き
ま
す
」

と
唱
え
た
ら
ど
う
し
ま
す
か
、
と
聞
い
た
の
で
す
。
校
長
は
「
そ
れ
は
望
ま
し
く
な
い
」
と
ヨ
い
ま
し
た
。

そ
こ
で
大
学
に
い
る
元
全
国
小
学
校
長
会
の
会
長
を
し
た
こ
と
の
あ
る
同
僚
に
聞
き
ま
し
た
。

「見
逃
す
」

と
い
い
、
さ
す
が
会
長
的
答
え
と
感
心
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
小
学
校
で
は
給
食
で
あ
っ
て
、
食
事
で
は
な

い
の
で
す
。
食
事
に
は
作
法
が
と
も
な
い
ま
す
が
、
給
食
で
は
食
べ
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
が
、
か
つ
て
国
立
の
上
越
教
育
大
へ
赴
任
し
た
女
性
教
綬
が
「驚
い
た
の
よ
。
学
生
食
堂
で
学

生
が
手
を
合
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
い
う
の
よ
」
と
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
た
ま
た
ま
新
潟
で
公
立
幼

稚
園
の
先
生
方
に
講
読
し
た
時
、
同
朴a

食
の
時
に
手
を
合
わ
せ
て

「
い
た
だ
き
ま
す
」
を
す
る
の
で
す
か
と

聞
い
た
の
で
す

。

当
然
の
よ
う
に
「
は
い
、
し
て
い
ま
す

」

と
い
い
ま
し
た
。
新
潟
県
の
小
学
校
も
み
ん

な
予
を
合
わ
せ
て

「
い
た
だ
き
ま
す
」
を
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
に
大
変
関
心
を
も
ち
、

-
M山
、
行

川
、
福
井
出
身
の
学
生
に
聞
い
た
と
こ
ろ
、
小
学
校
の
給
食
の
時
、
予
を
合
わ
せ
て

「
い
た
だ
き
ま
す
」

と
J
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
品
野
県
は
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た

.

と
に
か
く
、
新

潟
、
沼
山
、
行
川
、
福
井
県
で
は
仏
教
が
生
前
の
山
中
に
制
づ
い
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
と
思
い
ま
し
た
.

後
に
新
聞
の
記
が
で
沼
山
以
の
教
行
委
此
会
に

「
手
を
合
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
い
う
の
は
止
め
よ
」

と
抗
議
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
が
、
そ
の
後
の
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん.

教
育
基
本
法
で
は
特
定
の
宗
教
を
公
立
学
校
で
教
え
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
が
「
宗教
に
関
す

る
寛
容
の
態
度
及
び
宗
教
の
社
会
生
活
に
お
け
る
地
位
は
教
育
上
こ
れ
を
尊
屯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い」

と
な
っ
て
お
り
、
給
食
の
時
、
合
掌
し
て
い
た
だ
き
ま
す
と
い
う
の
は
宗
教
の
社
会
生
活
に
お
け
る
地
位

9 



同
ず

で
あ
り
持
直
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
、
決

っ
し
て
、
し
て
は
い
け
な
い
こ
と
で
な
い
筈
で
す

。

さ
て
、
こ
の

「
い
た
だ
き
ま
す
」
の
点
怠
で
す
。

よ
く
、
食
事
の
食
材
と
な
っ
た
米
、
野
菜
、
魚
肉
な

ど
つ
く
っ

て
く
れ
た
人
々
、
そ
し
て
調
理
し
て
く
れ
た
人
た
ち
に
感
謝
し
て
い
た
だ
く
の
だ
と
解
釈
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
も

「
い
た
だ
き
ま
す
」
の
心
の
一
つ
で
す
。

し
か
し
、
仏
教
で
は
「
植
物
や
動

物
の
お
い
の
ち
を
い
た
だ
か
せ
て
い
た
だ
き
す
」
が
真
意
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

悉
有
仏
性
で
あ
り
、

は
木
に
も
人
間
と
同
じ
い
の
ち
が
あ
り
、
ま
し
て
動
物
に
も
い
の
ち
が
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
刷
物
や
動

物
の
お
い
の
ち
を
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
生
き
る
こ
と
の
で
き
な
い
悲
し
い
存
在
だ
と
心
深
く
感
じ
る
の
が

日
本
民
族
で
す
。
こ
れ
は
仏
教
以
前
か
ら
の
わ
れ
わ
れ
が
生
活
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
場
所
、
あ
ら
ゆ
る
も

の
に
神
々
が
や
ど
っ
て
い
る
と
い
う
民
肱
口
仰
と
関
係
深
い
こ
と
だ
と
考
え
ま
す

。

そ
れ
が
仏
教
に
よ
っ

て
理
論
づ
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
カ
ー
ニ
バ
ル
、
謝
肉
祭
が
あ
り
ま
す

.

私
は
食
物
に
さ
れ
た
動
物
た

ち
へ
の
感
謝
の
祭
り
と
思
い
ま
し
た
が
、
食
物
と
な
る
動
物
た
ち
を
創
造
し
た
神
へ
の
感
謝
、
食
物
と
な

る
動
物
を
神
の
恵
と
し
て
感
謝
す
る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。

阿
欧
の
股
民
た
ち
は
自
ら
飼
育
し
た
プ

タ
を
家
の
庭
で
殺
し
、
ベ
ー
コ
ン
、
ハ
ム
、
ソ
ー
セ
ー
ジ
に
す
る
こ
と
に
少
し
も
哀
れ
み
も
悲
し
み
も
感

じ
ま
せ
ん
。

神
の
恵
み
と
し
て
神
へ
感
謝
し
て
も
、
殺
さ
れ
る
動
物
に
は
哀
れ
み
は
な
い
の
で
す
。

し
か
し
、
日

本
人
に
は
殺
さ
れ
る
動
物
た
ち
を
供
養
す
る
習
慣
が
あ
り
ま
す
。
上
野
不
忍
池
の
弁
天
島

に
は
烏
阜
、
魚
壊
、
ふ
ぐ
供
接
碑
、
ス
ッ
ポ
ン
感
謝
塔
な
ど
が
、
こ
れ
ら
を
商
う
人
た
ち
に
よ
っ
て
建
て

ら
れ
、
お
彼
山
、
お
盆
に
は
供
益
さ
れ
て
い
ま
す。

X
、
日
本
人
は
鯨
を
食
べ
る
の
は
よ
く
な
い
と
し
て

批
判
さ
れ
る
の
は
、
人
間
が
食
べ
る
た
め
に
神
が
創
造
し
た
の
で
は
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
す。

し
か

し
、
か
つ
て
ア
メ
リ
カ
は
油
を
と
る
た
め
に
捕
鯨
し
、
日
本
近
海
ま
で
や
っ
て
来
て
、
捕
鯨
船
に
水
や
食

10 



料
な
ど
補
給
す
る
た
め
に
開
港
を
せ
ま
り
ま
し
た
。
日
本
で
は
、
油
だ
け
し
ぼ
り
取
る
の
で
は
な
く
、
肉
、

皮
膚
、
ヒ
ゲ
な
ど
す
べ
て
利
用
つ
く
し
、
史
に

一
頭
一
一明
に
成
名
を
つ
け
過
去
帳
を
つ
く
り
、
墓
を
つ
く

り
供
益
し
て
い
ま
し
た

.

ア
メ
リ
カ
で
は
行
袖
が
発
見
さ
れ
ラ
ン
プ
仙
と
し
て
鯨
油
が
必
要
な
く
な
っ
て

捕
鯨
は
削
減
し
ま
し
た

。

又
、
米
沢
の
博
物
館
の
庭
に
草
木
培
、
草
木
供
義
培
が
あ
り
ま
し
た
。

山
で
木
を
切
っ
た
時
に
建
て
る

も
の
で
七
十
基
ほ
ど
山
に
残
っ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
食
肉
の
た
め
に
殺
さ
れ
た
動
物
た
ち
だ
け
で
は
な

く
草
木
に
ま
で
供
養
塔
を
建
て
る
日
本
民
族
の
心
こ
そ
、
ほ
ん
と
う
の
自
然
愛
護
の
心
で
す
。

も
う

一
つ
、
害
虫
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
り
ま
す
。
私
は
か
つ
て
段
林
省
の
股
業
試
験
場
害
虫
研
究
室
に

勤
務
し
、
水
問
、
畑
の
作
物
の
害
虫
を
殺
す
研
究
を
し
て
い
ま
し
た。

し
か
し
、
幼
稚
闘
に
戻
っ
て
か
ら

は
害
虫
と
い
う
こ
と
ば
は
使
う
ま
い
と
思
い
ま
し
た
.
同
庇
の
サ
ク
ラ
の
本
に
ア
メ
リ
カ
シ
ロ
ヒ
ト
リ
が

大
発
生
し
て
も
こ
の
も
虫
は
内
が
な
い
の
で
、
f

ど
も
た
ち
に
遊
ば
せ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
.

子
ど
も
た

お
寺
に
便
利
な
少
部
数
・
小
廻
り
対
応
印
刷

経
本
・
寺
報
・
寺
院
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
・

F

各
種
記
念
冊
子
・
チ
ラ
シ
な
ど

『
ま
た
、
布
や
ア
ク
リ
ル
・
皮
革
に
印
刷
し
て
記
念
品
に

H

編
集
・
写
真
・
レ
イ
ア
ウ
ト
な
ど
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
ま
せ
。
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ち
は
手
の
ひ
ら
に
乗
せ
て
は
わ
た
し
た
り
、
な
か
に
は
毛
虫
の
頭
と
尻
を
も
っ
て
ひ
っ
ば
っ
た
り
、
い
じ

く
り
ま
わ
し
て
遊
び
ま
す
。

結
果
的
に
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
市
内
虫
だ
か
ら
と
r
ど
も
と

共
に
殺
す
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。

市
川
虫
と
は
人
間
の
都
合
で
勝
手
に
名
づ
け
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
.

芭
虫
と
ぷ

山
に
遊
ぶ
こ
と
は
、
生
き
も
の
と
山
賎
ふ
れ
あ
う
こ
と
で
あ
り
、
生
き
て
い
る
も
の
を
山
観
的
に
と
ら
え

る
こ
と
で
す

。

そ
し
て
、
死
ん
だ
も
虫
は
供
益
し
て
や
る
こ
と
を
教
え
ま
す

。

死
ん
だ
も
の
を
粗
末
に
披

つ
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
教
え
た
い
の
で
す

。

カ
ブ
ト
ム
シ
が
死
ん
だ
時
、
屯
池
が
切
れ
た
と
い
う
子
ど

も
た
ち
に
、
生
き
て
い
る
も
の
は
死
を
迎
え
る
事
実
を
明
確
に
気
づ
か
せ
る
た
め
お
地
蔵
さ
ま
の
ま
わ
り

に
埋
め
る
供
養
は
大
切
な
儀
礼
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
た
い
の
で
す

。

自
分
に
も
親
に
も
祖
父
母
に
も
い

の
ち
が
あ
り
、
毛
虫
に
も
同
じ
い
の
ち
の
あ
る
こ
と
を
直
観
さ
せ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
の
で
す

.

さ
ま
ざ
ま
な
草
木
、
虫
、
魚
、
応
、
け
も
の
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
い
の
ち
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
こ

と
を
f

ど
も
た
ち
の
心
の
中
に
芽
生
え
さ
せ
た
い
と
願
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
多
織
な

生
き
も
の
た
ち
が
相
圧
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
生
態
系

(エ
コ
シ
ス
テ
ム
)
と
い
う
が
、
こ
の
こ
と
こ

そ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
同
紙
を
結
ん
で
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

環
境
問
題
と
は
人
間
も
こ
の
地
球
上
の
円
然
の

一
円
以
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
臼
然
と
共
に
生
き
る
心

が
な
け
れ
ば
解
決
し
ま
せ
ん

。

丙
欧
の
人
間
中
心
主
義
で
は
解
決
し
な
い
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

12 



心
象
書
道

永
井
建
策

平成15年の表紙は、永井建策さん

の心象占道で飾っていただきます。

心象者道とは、文字を心の中で向

山に遊ばせて、その無限の広がりの

中から、絵ごころとともに切りとる

持。 楽しく、夢あふれ、そして私た

ちにうったえかける、ある，心をもっ

た新しい持道です。

述載のきっかけは、氏より差し出

された心象丹道で苫かれた一枚の名

刺。 敢えて編集部からの紹介で一年

の連載の幕開けとさせていただきま

した。 (編集部)

(ながい けんさく)
昭和20年東京生まれ。 中央法科卒業後、競売広告社に入社、企

画のセクションに配属される。 二十数年の重量務を経たのち、自動販
売機製造メ ーカーの販売企画の仕穆に。 平成11 ~手に独立、会事土を
股立し、新規司修業を展開中。 一方、趣味で始めた心象書道が趣味の
世界を越え、展覧会を開くまでになっている。
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崎
山
暦二

(
一
一
一
一
一
一
)
年
の
大
谷
の
禅
問
加
は
、
心

認
や
か
な
ら
ぬ
お
正
月
で
し
た。

法
然
上
人
は
七
卜
五
裁
の
時
、
お
弟
子
の
不
始
末

の
累
が
及
び
、
讃
岐
の
国
へ
の
疏
罪
の
旅
に
赴
か
れ

ま
し
た
。
老
い
の
身
に
は
ず
い
ぶ
ん
厳
し
い
旅
で
あ

っ
た
ろ
う
と
想
像
致
し
ま
す
が
、
自
ら
は
こ
れ
を

「
朝
恩
」
と
頂
か
れ
、
わ
ず
か
な
供
を連
れ
お
出
か

け
に
な
ら
れ
ま
し
た
。

そ
れ
は
一
年
の
後
に
許
さ
れ
ま
す
が
、
京
洛
に
入

る
こ
と
は
評
さ
れ
ず
、
摂
津
の
闘
箕
面
の
勝
尾
寺
、

二
階
堂
に
四
年
の
議
月
を
送
ら
れ
ま
す
。

勝
尾
寺
は
高
い
山
の
上
で
す
。

朝
夕
に
は
市
庵
を

山
露
が
深
く
っ
つ
ん
だ
よ
う
で
あ
り
ま
す

。

永
年
住
み
な
れ
た
京
都
を
日
の
前
に
し
て
、
m
mる

こ
と
の
で
き
な
い
も
ど
か
し
さ
、
せ
つ
な
い
思
い
を

お
和
歌
に
残
さ
れ
ま
し
た
.

『柴
の
戸
に
明
け
暮
れ
か
か
る

n
笠
を

い
つ
紫
の
色
に
見
な
さ
ん
』

こ
こ
ま
で
削
っ
て
お
り
な
が
ら
京
都
に
入
る
こ
と

か
な
わ
ぬ
な
ら
ば
、
朝
な
夕
な
に
訪
れ
る
白
雲
を
、

い
っ
そ
阿
弥
陀
知
来
の
お
迎
え
の
紫
雲
と
聞
き
お
浄

士
に
お
参
り
し
た
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
第二の

故
郷
で
あ
る
京
都
へ
の
望
郷
の
念
は
切
な
る
も
の
が

あ
り
ま
し
た

。

や
が
て
そ
の
顧
い
が
通
じ
、
建
暦
元
(一
一
一
一
一)

年
十

一
月
十
七
日
、
赦
免
の
宣
示
届
く
や
い
な
や
、

三
日
後
の
十
一
月
二
十
日
に
は
上
洛
の
望
み
を
果
た

し
て
お
ら
れ
ま
す

。

し
か
し
、
ご
疏
罪
の
前
に
住
み
な
れ
た
吉
水
庵
は
、

荒
れ
果
て
て
、
お
師
匠
織
を
お
迎
え
で
き
る
よ
う
な

状
態
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
お
弟
子
方
の
お
心
の

う
ち
は
如
何
ば
か
り
だ
っ
た
か
と
怨
像
致
し
ま
す
。

九
条
脹
実
公
の
弟
で
あ
ら
れ
た
汗
蓮
院
の
悠
鎖
和

尚
織
の
ご
観
切
に
よ
り
、
大
谷
の
神
ぽ
を
借
り
受
け

て
よ
う
や
く
お
師
匠
織
を
お
迎
え
致
し
た
の
で
あ
り

ま
す
。

長
旅
の
所
労
が
募
っ
た
の
で
し
ょ
う

.

新
年
が
近

づ
く
程
に
、
日
々
老
衰
の
微
は
現
れ
、
明
け
た
正
月

三
円
頃
よ
り
は

「不
食
の
事
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
、

お
食
事
が
喉
を
通
さ
な
く
な
っ
た
様
で
あ
り
ま
す
。
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往
生
の
近
き
を
感
じ
ら
れ
た
の
か
、
お
側
近
く
に

あ
っ
た
、
あ
る
お
弟
f

が
、

『
お
師
匠
織
、
す
で
に
御
本
復
の
ご
犠f
が
比
え
ま

せ
ん
が
、
こ
の
度
の
往
生
は
間
違
い
ご
ざ
い
ま
せ
ん

で
し
ょ
う
か
』

『
こ
の
度
の
往
生
決
定
か』
と
お
d
ね
致
し
た
よ
う

で
ご
ざ
い
ま
す。

元
組
織
は
そ
の
お
尋
ね
に

『
孜
も
と
極
集
に
あ
り
し
見
な
れ
ば
、
さ
だ
め
て
州

り
ゆ
く
べ
し

』

『
私
は
も
と
も
と
凶
開
業
に
あ
っ
た
身
だ
か
ら
、
こ
の

慌
の
勤
め
を
民
た
し
た
ら
、
も
と
い
た
同
へ
削
っ
て

行
く
だ
け
だ
。

何
も
心
配
す
る
こ
と
は
な
い
よ
!
や

が
て
や
っ
て
来
る
あ
な
た
点
を
お
待
ち
受
け
致
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
』

と
慈
愛
あ
ふ
れ
る
お
言
葉
で
諭
さ

れ
た
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す。

法
然
上
人
は
、
勢
至
菩
薩
の
垂
遁
と
云
わ
れ
な
さ

っ
た
お
点
で
も
あ
り
、
お
念
仏
の
中
に
何
度
も
仏
を

作
ま
れ
、
お
沖
上
の
相
を
設
が
U

に
な
さ
っ
た
お
点

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
お
沖
l

a

を
け
川
じ
、
お
沖k

へ
州

っ
て
行
く
と
た
や
す
く
ゆ
さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す

が
、
私
ど
も
凡
夫
に
は
な
か
な
か
そ
う
た
や
す
く
は

参
り
ま
せ
ん
.

拘
策
沖
L
L
、
削
怖
陀
如
米
織
は
、
私
た
ち
凡
夫
に

は
爪
接
拝
ま
せ
て
附
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

そ
れ

故
に
日
じ
が
た
い
事
も
ま
た
事
実
で
あ
り
ま
す

.

あ
る
方
は
、

『
地
獄
極
楽
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
勧
善
懲

悪
、
人
間
は
制
約
が
な
け
れ
ば
、
ど
こ
ま
で
悪
い
事

を
す
る
か
分
か
ら
な
い
。

そ
の
為
に
汚
い
が
を
し
た

人
は
幡
来
へ
生
ま
れ
、
必
い
が
を
し
た
ら
地
獄
へ
部

ち
る
ぞ
と
、
勧
叫
掛
川
懲
忠
で
説
か
れ
た
も
の』

等
と
埋
印
刷
を巾
さ
れ
る
点
が
あ
り
ま
す
が

、

そ
れ
は

あ
く
ま
で
も
対
岸
の
大
事
と
見
て
い
る
時
の
話
で
、

対
岸
の
火
事
で
済
む
な
ら
ば
、
理
屈
で
片
着
け
る
事

も
で
き
ま
し
ょ
う
が
、
そ
れ
は
決
し
て
対
岸
の
火
事

で
終
わ
る
も
の
で
は
有
り
ま
せ
ん

.

必
ず
設
が
身
に
、

あ
る
い
は
そ
の
同
辺
に
火
の
粉
は
泊
っ
て
ま
い
り
ま

す
.

そ
の
時
に
、
そ
ん
な
時

M
で
片
打
け
ら

れ
る
の

か
?

決
し
て
そ
れ
で
済
ま
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
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ま
せ
ん
。

私
ど
も
は
お
役
口
上
、
隙
々
な
お
弗
俄
に
お
L
Uち

会
い
致
し
ま
す

.

そ
ん
な
中
で
何
が
な
r

い
か
と
巾
し

ま
す
と
、
幼
い
子
供
さ
ん
を
交
通
事
故
な
ど
で
亡
く

さ
れ
た
よ
う
な
お
葬
式
に
立
ち
会
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
。

お
葬
式
が
終
わ
っ
て
も
、
お
母
さ
ん
は
小
さ
な
紘

を
な
か
な
か
灘
そ
う
と
は
な
さ
い
ま
せ
ん
。
鉱
に
す

が
っ
て

「も
う

一
度
笑
っ
て
ち
ょ
う
だ
い
。

笑
顔
を

見
せ
て
ち
ょ
う
だ
い
」
と
涙
に
く
れ
て
お
ら
れ
ま
す
。

側
に
お
ら
れ
る
ご
親
頬
の
点
々
が
試
を
泊
わ
れ
て
、

「
あ
な
た
!
気
持
ち
は
分
か
る

。

気
持
は
分
か
る

け
ど
点
で
は
皆
さ
ん
が
山
舶
を
待
っ
て
お
ら
れ
る
。

も
う
送
ら
せ
て
加
こ
う
」
と
仰
し
ゃ
る
け
れ
ど
、
お

母
さ
ん
の
訂
に
は
な
か
な
か
川
き
ま
せ
ん
。

こ
れ
を
、
傍
ら
か
ら
第
J

・
占
的
に
見
る
な
ら
ば
、

こ
れ
ほ
ど
理
制
に
合
わ
な
い
訴
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。

死
ん
で
し
ま
っ

た
も
の
が
山
を
山
す
は
ず
が
な
い
。

笑
顔
を
見
せ
る
は
ず
が
な
い
。

こ
れ
が
用
凪
で
あ
り

ま
す

。

で
は
、
航
に
取
り
槌
っ
て
泣
い
て
お
ら
れ
る
お
付

さ
ん
は
、
そ
の
理
印
刷
が
分
か
ら
ず
に
洗
い
て
純
っ
て

お
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
?
。

い
や
そ
ん
な
事
は
決

つ
し
て
あ
り
ま
せ
ん

。

理
組
は
百
も
ご
泳
知
で
す
が
、

つ
い
先
日

「行
っ
て
来
ま
1

す
」

と
言
っ
て
出
掛
け

た
我
が
子
が
、
次
に
は
物
言
わ
ぬ
姿
に
な
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
こ
と
は
母
と
し
て
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
す
よ

。

夢
な
ら
早
く
醒
め
て
く
れ
!
我
が
子

に
眼
っ
て
・

・
・

・
。

祈
ら
ず
に
は
お
れ
な
い
の
が

現
実
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

幼
い
子
供
さ
ん
を
胤
液
の
ガ
ン
で
亡
く
さ
れ
た
お

母
さ
ん
が
、
ご
本
山

へ
納
付
に
見
え
た
事
が
あ
り
ま

す
。

そ
の
お
付
さ
ん
が
、
お
医
者
附
怖
か
ら「A
Iの
医

学
で
は
助
け
る
が
が
で
き
ま
せ
ん
よ」
と

・

J
わ
れ
た

時
は
、
と
て
も
そ
の
パ
取
を
M
じ
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
で
し
た

.

戎
が
f

に
限
っ
て
・

・

・
・

、

何
と

か
奇
跡
が
お
こ
ら
ぬ
も
の
か
と
ひ
た
す
ら
願
い
ま
し

た
.

ま
た
、
こ
の
薬
が
良
い
と
守
口
わ
れ
た
ら
、
そ
の
柴

を
求
め
て
定
り
ま
し
た

.

こ
の
信
心
す
れ
ば
と
云
わ
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れ
た
ら
、
あ
ち
ら
の
臼
心
、
こ
ち
ら

の
宗
教
、
ワ
ラ

を
も
鎚
る
思
い
で
ご
ざ
い
ま
し
た。
だ
か
ら
日
々
の

信
仰
も
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
、
お
参
り
の
仕β
が
コ
ロ

コ
ロ
変
わ
り
ま
す

。

そ
れ
を
聞
い
て
い
た
傍
ら
の
娘

さ
ん
が
、

「お
母
ち
ゃ
ん
、
私
の
為
に
し
て
く
れ
て
い
る
の
は

良
く
わ
か
る
。

で
も
私
は
お
念
仏
が
良
い
!
」

そ
ん
な
事
を
娘
さ
ん
が
仰
っ
た
と
い
う
ん
で
す
。
こ

の
お
母
さ
ん
は
滋
賀
県
の
お
方
で
し
た
が
、
滋
賀
県

と
い
う
処
は
お
念
仏
の
信
心
が
篤
い
処
で
す
。
大
人

だ
け
で
な
く
子
供
述
を
集
め
て
、
修
養
会
を
聞
か
れ

る
お
寺
が
沢
山
あ
り
ま
す
。

お
そ
ら
く
そ
の
お
子
連

も
、
そ
ん
な
ご
縁
を
頂
い
て
お
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う

ね
.し

か
し
、
そ
の
時
は
、
お
母
さ
ん
の
耳
に
川
か
な

か
っ
た

.

そ
し
て
娘
は
亡
く
な
っ

て
行
き
ま
し
た
。

「
そ
れ
か
ら
先
の
私
の
H

詳
し
は
、
『
も
ぬ
け
の
殻
』

『生
け
る
屍
』

で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

他
人
に
会
う
気

に
も
な
れ
な
い

.

仕
事
に
行
く
気
に
も
な
れ
な
い
。

お
家
の
中
に
引
き
こ
も
っ
て
過
ご
し
て
お
り
ま
し

た
。

そ
ん
な
時
、
お
寺
の
ご
住
臓
が
訪
ね
て
下
さ
っ
て
、

『
今
度
五
重
相
伝
が
お
寺
で
勤
ま
る
か
ら
、
そ
ん
な

日
暮
ら
し
を
し
て
い
る
の
な
ら
、
だ
ま
さ
れ
た
と
思

っ
て
い
い
か
ら
入
行
し
て
み
ま
せ
ん
か
』
と
お
誘
い

を
頂
き
ま
し
た

.

私
は
、
五
重
受
け
た
ら
ど
う
な
る
こ
う
な
る
と
、

期
待
す
る
も
の
も
伺
も
な
か
っ
た
が
、
そ
こ
ま
で
言

わ
れ
、
断
る
理
由
も
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
お
寺
へ

足
を
運
び
ま
し
た

。

受
者
の
皆
搬
は
熱
心
に
お
念
仏

礼
拝
に
励
ま
れ
る
が
、
私
は
義
理
で
つ
い
た
五
重
で

し
た
か
ら

一
日
は
何
も
せ
ず
見
て
い
る
だ
け
で
終
わ

り
ま
し
た
.
二
H

目
、
私
一
人
が
だ
ま
っ
て
い
る
訳

に
も
い
か
ず
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
念
仏
礼
拝
も
し
勧

誠
の
お
話
も
耳
に
は
い
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

。

そ

の
お
話
の
中
で
、
突
然
私
の
心
に
灯
の
と
も
る
思
い

が
致
し
ま
し
た
.

あ
の
H

あ
の
時
、
ほ
ん
と
う
に

辛
い
悲
し
い
別
れ

を
し
た
け
れ
ど
、

『
あ
れ
が
帰
後
の
別
れ
で
は
な
か

っ
た
』

と
教
え
ら
れ
た
時
、
本
当
に
暗
い
心
に
灯
を
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と
も
さ
れ
る
思
い
が
致
し
ま
し
た

。

こ
の
世
で
は
辛
い
悲
し
い
別
れ
で
あ
っ
た
け
れ
ど

も
、
あ
れ
が
品
後
の
別
れ
で
は
な
か
っ
た
。

も
う

一

度
あ
の
F

に
会
え
る
世
界
が
あ
る
.

お
念
仏
巾
し
続

け
て
行
く
な
ら
ば
、
阿
弥
陀
犠
の
お
浄
上
で
も
う

一

度
あ
の
子
に
会
わ
せ
て
頂
け
る

。

こ
こ
が
踊
け
た
時
、

私
の
心
に
安
堵
が
戻
っ
て
参
り
ま
し
た
。

今
日
ま
で

手
離
す
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
、
こ
の
子
の
お
骨
を

よ
う
や
く
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
納
ま

っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ご
本
山
に
納
め
さ
せ
て
附
く
思

い
に
さ
せ
て
瓜
き
ま
し
た
」

と
お
参
り
F

さ
っ
た
の
で
す
.

あ
っ

て
は
な
ら
ぬ
こ
と
で
す
が
、
そ
ん
な
辛
い
悲

し
い
体
験
を
通
し
て
、
心
の
目
を
聞
き
、
知
恵
や
理

屈
に
納
ま
る
も
の
で
は
な
い
お
浄
土
を
頂
か
れ
た
お

方
で
ご
ざ
い
ま
す
。

北
朝
鮮
の
位
致
被
害
に
過
わ
れ
た
横
田
め
ぐ
み
さ

ん
の
お
母
さ
ん
が
、
テ
レ
ビ
の
会
見
で
仰
っ
た

昔日
必

に
大
変
印
象
に
残
っ
た

一
3
が
あ
り
ま
し
た
。

「あ
の
子
は
、
あ
の
チ
な
り
に
勤
め
を
果
た
し
て
く

れ
て
い
る
ん
で
す
。

如
何
な
る
こ
と
が
あ
ろ
う
と
も
、

最
終
的
に
は
あ
の
子
に
会
え
る
ん
で
す
か
ら
」

横
田
さ
ん
は
熱
心
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
だ
と
お
伺
い

い
た
し
ま
し
た
が
、
灯
仰
の
立
掛
は
異
な
っ
て
も
、

目
に
は
見
え
な
い
、
理
屈
に
は
聞
き
に
く
い
世
界
を

頂
く
こ
と
に
よ
っ
て
心
に
生
き
る
線
い
力
が
湧
い
て

来
る
こ
と
を
教
え
て
下
さ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

こ
の
信
仰
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
大
事
な
娘
さ
ん
を
奪

わ
れ
辛
い
悲
し
い

ニ
ト

五
年
を
耐
え
怯
い
て
お
い
で

に
な
っ
た
の
だ
と
あ
ら
た
め
て
痛
感
さ
せ
ら
れ
ま
し

た
。法

然
上
人
の
心
の
お
師
匠
、
持
潟
大
師
は
、
た
と

え
火
の
河
、
水
の
何
激
し
く
わ
き
起
こ
ろ
う
と
も
、

お
念
仏
市
し
仏
の
国
を
信
じ
西
へ
向
か
え
ば

「や
が

て
西
岸
に
至
り
、
諸
々
の
難
を
離
れ
、
善
友
相
見
え
、

享
楽
止
む
こ
と
な
し
」

と
尊
い
お
替
え
を
お
示
し
で

ご
ざ
い
ま
す

。

お
示
し
の
通
り
、
お
念
仏
申
し
申
し

進
ま
せ
て
頂
け
れ
ば
、
必
ず
み
仏
を
、
ま
た
お
浄
土

を
仰
が
せ
て
頂
く
日

を
聞
か
せ
て
下
さ
る
と
信
じ
、

お
念
仏
に
励
ま
せ
て
頂
き
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

合
常
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、予院紀行

一
が
艶
樹
m
mとい
う
言
葉
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。
浄
土
宗
僧
侶
で
あ
る
読
者
に

は
愚
か
な
質
問
だ
が
、
浄
土
宗
の
教
え
を
五
つ
の
順
序
に
従
い
伝
え
る
も
の
で
、

第
七
組
で
あ
る
聖
聞
が
明
徳
四
(
一
三
九
一
二)
年
に
行
っ
た
の
を
哨
矢
と
す
る

浄
土
宗
の
法
を
伝
え
る
重
要
な
儀
式
法
会
だ
。

浄
土
宗
の
教
え
で
あ
る
念
仏
の
真
髄
を
伝
え
る
、
い
わ
ば
奥
義
伝
授
だ
が
、

伝
え
る
相
手
は
僧
侶
ば
か
り
で
な
く
、
浄
土
宗
を
信
仰
す
る

一
般
の
人
々
、
栂

信
徒
で
も
あ
る
。

僧
侶
で
な
い
信
者
を
在
家
と
い
う
が
、
こ
の
在
家
へ
の
五
重
相
伝
は
、
正
確

に
は
め
伽
五
重
と
い
う
そ
う
で
、
こ
の
化
他
五
重
を
受
け
る
と
在
家
な
が
ら
浄

土
宗
で
し
か
っ
か
わ
れ
な
い
戒
名
、
こ
れ
も
正
確
に
は
法
号
と
い
う
の
だ
そ
う

だ
が
、
誉
号
を
授
か
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
つ
ま
り
戒
名
を
も
ら
え
る
の

で
あ
る
。

こ
の
在
家
へ
の
五
重
相
伝
が
い
つ
始
ま
っ
た
か
?
定
か
で
は
な
い
な
が
ら

文
明
七
(
一
四
七
五
)
年
に
三
河
の
図
、
現
愛
知
県
の
大
樹
寺
で
行
わ
れ
た
と

言
わ
れ
て
い
る
。
余
談
だ
が
、
大
樹
寺
は
か
つ
て
こ
の
連
載
で
も
訪
れ
た
名
刺

で
、
徳
川
家
康
が
若
か
り
し
頃
、
負
け
戦
の
果
て
に
こ
の
大
樹
寺
に
逃
げ
込
み
、

自
害
し
か
け
た
と
こ
ろ
を
時
の
住
職
に
説
得
さ
れ
た
寺
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
大
樹
寺
で
始
ま
っ
た
在
家
信
者
へ
の
五
重
相
伝
は
、
浄
土
往
生

を
願
う
人
々
に
と
っ
て
は
、
替
号
と
い
う
戒
名
を
生
前
に
授
か
れ
る
喜
び
と
と

も
に
、
浄
土
宗
の
教
え
の
真
髄
を
体
得
す
る
貴
重
な
法
会
で
あ
る
。
が
、
こ
の

幽
間
助
国
書
可
の
関
官
事
は
、
奈
良
の
東
大
寺
の
勧

進
置
と
怠
っ
た
置
源
上
人
像
・
丸
い
土
の

か
た
ま
り
は
大
仏
の
御
園
周
岨
周
遊
聞
に
懸
得

し
た
土
玉
.

4
B

哨
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丘
屯
相
伝
、
ま
る
で
冬
型
の
気
正
配
置
と
同
じ
よ
う
に
両
尚
点
低
、
関
州
を
小

心
と
し
た
西
の
お
寺
で
聞
か
れ
る
こ
と
が
多
い

。

も
ち
ろ
ん
関
東
で
も
五
竜
相

伝
が
行
わ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

だ
が
、
そ
の
回
数
を
比
較
し
て
み
る
と
明

ら
か
な
迩
い
が
あ
る
そ
う
だ

。

和
・
対
、
大
和
、
近
江
川
南
と
いう
J
染
が
残
っ

て
い
る
こ
と
か
ら

も
う
な
づ

け
る
。

さ
て
、
今
回
訪
れ
た
寺
院
は
伊
勢
松
阪
の
占
利
、
樹
敬
寺
で
あ
る
。

こ
の
樹

敬
寺
、
樹
の
字
は
在
家
へ
の
五
重
相
伝
発
祥
の
寺
院
、
大
樹
寺
か
ら。

そ
し
て

敬
は
そ
れ
ま
で
不
断
念
仏
院
と
い
う
名
の
寺
を
復
興
し
た
開
山
、
敬
誉
松
楓
上

人
の
敬
か
ら
で
あ
る
.

つ
ま
り
、

・
1

河
大
樹
与
の
開
山
上
人
の
弟

f

で
あ
る
敬

持
t

人
が
再
興
し
た
お
寺
で
、
則
明
白
は
第
問
卜h
ハ
仰
の
山
下
法
文
住
臓
が
そ
の

法
灯
を
継
い
で
い
る
が
、
ま
さ
に

「五
事
相
伝
の
寺
」
と
い

っ
て
も
い
い
、
布

教
に
専
心
す
る
寺
院
な
の
で
あ
る
。

明
治
二
十
六
年
の
松
岐
大
火
か
ら
の
復
興
後
の
記
録
だ
が
、
同
三
ト
九
年
か

ら
始
ま
り
、
同
阿
卜
・

→

午
、
大
正
一二

年
、
同
ト
伴
、
卜
二
年
と
続
き
、
口
出
近
で

は
平
成
尺
伴
、
そ
し
て
川
卜

・

1

年
ま
で
な
ん
と
卜
H
M
の
五
屯
相
伝
が
聞
か
れ

て
い
る
。

し
か
も
こ
こ
数
凶
は
い
つ
も
受
省
が
て

.

0

人
を
超
え
る
と
い
う
か
ら

驚
く
。

五
重
相
伝
を
開
く
の
は
何
卜
年
ぶ
り
な
ど
と
い
う
お
寺
が
多
い
中
、
平
均
し

て
七
、
八
年
ご
と
と
い
う
短
期
間
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
口
取
低
で
も
五
日
間
を
通

22 
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.



寺院紀行

う
法
会
に
そ
れ
だ
け
の
人
が
集
ま
る
。
思
わ
ず
住
職
に
般
信
徒
の
数
を
聞
い
て

み
た
。

「
今
の松
阪
に
あ
る
寺
院
は
お
よ
そ
四
百
年
前
に
松
ヶ
島
と
い
う
所
か
ら
移
転

し
て
き
い
ま
す
が
、
移
転
当
時
で
百
五
十
か
ら
二
百
軒
だ
っ
た
よ
う
で
、
現
在

は
六
百
軒
ぐ
ら
い
で
す
か
ね
」
。
千
、
二
千
と
い
う
数
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た

だ
け
に
、
六
百
と
い
う
数
字
を
聞
き
、
さ
ら
に
突
っ
込
ん
で
み
た
。

「
い
や
、
も
ち
ろ
ん
胞
信
徒
に
は
家
族
が
い
ま
す
し
、
ま
た
地
元
の

一
般
の
人

で
も
是
非
受
け
さ
せ
て
、
と
お
っ
し
ゃ
る
方
も
い
ま
す
。

そ
れ
に
近
く
の
浄
土

宗
の
お
寺
の
倒
信
徒
さ
ん
で
も
、
巡
り
合
わ
せ
も
あ
り

、

当
山
に
お
見
え
に
な

る
β
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
の
で
」

単
純
計
算
で
倒
信
徒
数
割
る
二
百
人
と
は
い
か
な
い
と
思
っ
て
は
い
た
が
、

そ
れ
に
し
て
も
般
信
徒
の

一
家
は
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
そ
し
て

息
子
娘
、
さ
ら
に
お
孫
さ
ん
ま
で
、
五
竜
相
伝
を
受
け
る
計
算
に
な
る

。

も
ち

ろ
ん
強
制
で
は
な
い
の
で
、
ま
さ
に
阿
弥
陀
さ
ん
と
の
縁
結
び
、
後
生
で
の
極

楽
往
生
を
願
う
の
が
当
り
前
の
土
地
柄
が
そ
う
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
。

さ
て
、
平
成
十
三
年
の
五
重
相
伝
、
受
者
に
は
お
守
が
授
け
た
持
号
が
、
受

者
全
員
同
じ
諦
誉
と
い
う
誉
号
だ
。
こ
の
誉
号
は
浄
土
宗
だ
け
で
し
か
使
わ
な

い
か
ら
、
何
十
年
、
何
百
年
経
っ
て
も
「
あ
っ
、
こ
の
ご
先
組
は
浄
土
宗
信
者

だ
っ
た
の
だ
な
」
と
子
孫
に
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
と
い
う
こ
と
だ
そ
う
だ

。

そ
の
誉
号
を
な
ぜ
、
「
諦」
に
し
た
の
か
?
こ
の
理
由
を
探
る
時
、
古
利

経;増員減益.戦国武将蒲g;氏郷'bf築減した総
板減は、かつての縄文・弥生文化で栄えた
勉でもあり、 .い歴史のある勉.また武富R
f軍属も残っていて、 観光名所となっている.
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樹
敬
寺
の
位
信
徒
の
中
で
も
、
特
唱
す
べ
き
あ
る
人
物
に
突
き当
た
る

。

同
学

者
と
し
て
そ
の
名
を
知
ら
れ
る
本
店
官
長
で
あ
る
。

締
件
け
の
説
明
の
前
に
し
ば
し
、
松
阪
出
身
の
有
名
人
で
あ
る
本
肘
官
民
の

人
と
な
り
に
つ
い
て
比
て
み
よ
う
.

松
原
午
の
老
舗
料
亭
や
呉
服
商
の
老
舗
が
並
ぶ
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
に
動
く

そ
の
人
形
が
飾
ら
れ
る
な
ど
、
立
長
は
亨
保
卜
五
(

一
七
そ
O
)
年
、
こ
の
松

阪
で
生
ま
れ
た
。
「掛
け
値
な
し
」
の
新
商
法
で
江
戸
の
事
商
と
な
っ
た

三
井

家
を
は
じ
め
、
江
戸
で

一
番
多
い
屋
号
の
伊
勢
屋
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
松
阪

は
多
く
の
商
人
を
生
ん
で
い
て
、
宣
長
も
木
綿
商
を
営
む
商
家
に
生
ま
れ
て
い

る
.
卜
九
歳
で
父
を
亡
く
し
た
立
民
は
益
子
に
出
さ
れ
、
商
人
修
行
の
道
に
入

る
も
、
も
と
も
と
の
学
問
好
き
.

結
局
、
向
先
に
熱
が
入
ら
ず
実
家
に
反
っ
た

.

そ
ん
な
従
長
を
時
は
医
書
に
す
る
こ
と
を
決
心
、
h
M
mに
の
ぼ
り
師
に
つ
か
せ

た
.
そ
の
師
と
の
山
会
い
の
中
で
立
円
以
は
凶
学
の
道
を
渉
む
こ
と
に
な
る
.

医
師
と
な
り
開
業
、

一
方
で
国
学
の
勉
強
に
励
む
中
、
ヨ
時
の
国
学
の
第

一

人
者
、
加
茂
良
削
が
松
阪
を
通
り
が
か
り
対
面
す
る
。
迷
わ
ず
そ
の
門
に
入
り
、

以
後
は
『
古
事
記
』
研
究
に
専
心
し
、

三
十
五
年
を
費
や
し
た

『
占
事
記
伝
』

を
著
し
、
亨
和
元
(

一
八
O
ご

年
、
七
卜
二
歳
で
没
す
る
。
遺
体
は
遺
言
通

り
、
樹
敬
寺
の
川
参
り
基
と
郊
外
の
山
頂
の
お
く
つ
き
に
埋
め
ら
れ
た

。

さ
て
、
こ
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
辞
典
に
尚m糊
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
沖
仁
川
ポ

与
院
の
倒
家
と
し
て
の
穴
誌
に
は
こ
の
他
に
忘
れ
て
は
い
け
な
い
山
市
氷
山P
が
あ

2-1 

副
島
理
寺
山
円
か
ら
す
ぐ
の
受
麓
点
に
立
つ

石
a
・

右
わ
か
や
ま
道
、
を
さ
ん
ぐ
う
と

膨
ら
れ
て
い
る
.



持論:行

る
。

そ
う
、
五
車
相
伝
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る

。

月
刊
長
少
年
と
樹
敬
寺
』
と
い
う
小
冊
F

が
あ
る
。

樹
敬
寺
第
阿
卜
五
世
山
下

法
宛
住
職
が
附
和
問
卜
附
年
に
先
行
、

d
r成
九
年
に
現
住
職
が
彼
刻
し
た
も
の

だ
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
立
民
は
卜
織
の
時
に
時
の
側
め
で
樹
敬
年
で
授
成

。

幼
也
の
身
に
し
て
七
日
間
の
門
法
で
戒
血
脈
と
英
笑
の
成
名
を
畏
か
っ
た

.

そ

し
て
十
九
践
の
秋
、
樹
敬
寺
で
五
重
相
伝
を
受
け
る
。
卜
月
卜
九H
か
ら
始
ま

る
五
重
相
伝
は
時
の
樹
敬
寺
住
験
、
第
三
十
三
世
論
啓
上
人
の
十
念
か
ら
始
ま

っ
た

。
さ
て
、
こ
こ
で
先
の
諦
啓
号
の
話
に
戻
ろ
う

。

平
成
卜
三
年
は
宜
長
没
後
二

百
年
に
あ
た
る

。

そ
こ
で
住
臓
は
丘
喧
相
伝
を
冗
円
以
が
受
け
た
卜
月
十
九
日
に

聞
き
、
ま
た
持
日
を
-
M
H
U
が
成
を
般
か
っ

た
浦
容
t

人
の
誠
に
件
け
を
そ
ろ
え

た
の
で
あ
る

.

「な
ん
と
い
っ
て
も
行

，

肢
の
年
と
い
う
の
は
、
か
け
が
え
の
な
い
草
宝
の
よ
う

な
も
の
で
す
。

そ
の
宜

一
長
と
縁
あ
る
年
に
聞
か
れ
た
五
重
相
伝
で
し
た
か
ら
、

そ
の
縁
を
忘
れ
な
い
た
め
に
も
、
い
ろ
い
ろ
工
夫
し
た
の
で
す」

な
お
、
宣
長
は
国
学
の
道
を
歩
み
は
し
た
も
の
の
、
生
涯
の
念
仏
信
者
で
、

そ
の
原
点
は
丘
電
相
伝
を
受
け
る
年
の
夏
に
詠
ん
だ
和
歌
に
あ
る

。

市
無
阿
弥

陀
仏
の
六
文
-
Vを
冠
し
た
六
首
の
母
後
は

「仏
法
の
教
え
は
あ
ま
た
多
け

れ
ど
た
ぐ
ひ
は
あ
ら
じ
市
無
間
弥
陀
仏

」

で
結
ぼ
れ
て
い
る
.

さ
て
、
行
円
以
が
有
形
無
形
の
寺
市
民
だ
と
す
る
と
、

4

蕎
の
寺
宝
と
い
え
る
の

相
怯
媛
商
人
の
中
で
も
副
m絡
な
の
が
三
弁
書
同

制
刊.
「
現
金
鉛
け
債
な
し
」
で
三
井
家
の
圃
置

を
作
っ
た
.

市
の
幅
措
定
遺
跡
と
し
て
門
や

倹
隻
橿
唱
が
園
間
っ
て
い
る
・

25 



は
、
樹
敬
寺
の
前
身
で
あ
る
不
断
念
仏
院
を
創
建
し
た
重
源
和
尚
に
、
法
然
上

人
が
白
ら
彫
刻
開
眼
し
授
け
た
と
い
わ
れ
る
法
然
上
人
像。

そ
し
て
噴
源
和
尚

が
点
大
与
の
大
仏
を
再
興
し
た
時
の
上
玉
に
な
る
だ
ろ
う
。

先
に
述
べ
た
が
樹
敬
与
の
閉
山
は
敬
脅
松
湖
上
人
だ
が
、
間
基
は
俊
屯

d
m川

源
大
和
尚
で
あ
る
。

屯
甑
和
尚
は
宋
に
も
渡
っ
た
り
州
刑
で
、
大
仏
間
限
後
の
挫

久
六
(
一
一
九
五
)
年
に
七
つ
の
念
仏
堂
を
建
立
、
そ
の

一
つ
が
樹
敬
寺
の
前

身
と
な
る
松
ヶ
島
の
不
断
念
仏
院
で
あ
っ
た。

開
山
当
時
は
境
内
に
湯
屋
を
つ

く
り
、
伊
勢
参
り
の
街
道
筋
の
念
仏
道
場
と
し
て
、
そ
の
名
の
通
り
い
つ
も
念

仏
の
声
が
絶
え
な
か
っ
た

。

そ
の
不
断
念
仏
院
は
そ
の
後
、
北
白
氏
の
持
健
在
と
な
っ
た
も
の
の
、
文
也

元
(

一
五
0
.
)
年
の
兵
火
で
焼
亡
、
敬
持
t

人
の
再
興
を
待
つ
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
時
が
降
り
、
松
ヶ
ぬ
か
ら
の
移
転
は
第
九
似
英
将
上
人
の
代
で
、
.
大

正
卜
』
ハ
(
一
五
九
O
)
年
に
な
る

。

時
は
峨
凶
時
代
、
担
臣
秀
占
の
命
で
松
ケ

島
城
に
入
械
し
た
蒲
生
氏
郷
は
、
そ
れ
ま
で
の
街
道
を
山
寄
り
に
移
し
、
松
原

域
開
城
と
と
も
に
す
べ
て
を
移
転
し
た
。

す
で
に
織
田
信
長
の
命
で
門
中
寺
院

の
総
頭
と
な
っ
て
い
た
樹
敬
寺
は
、
移
転
時
に
も
参
宮
街
道
と
和
歌
山
街
道
の

交
差
す
る
要
衝
に
お
か
れ
た
。

蒲
生
氏
の
軍
事
上
の
意
図
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、

今
も
境
内
地
は
吋
時
と
変
わ
っ
て
い
な
い
。

こ
う
し
た
中
仰
の
歴
史
か
ら
江
戸
時
代
を
組
え
、
制
代
に
日
を
向
け
る
時
、

樹
敬
与
の
命
の
恩
人
と
も
い
え
る
人
物
が

.. 人
い
る
。
.

人
は
樹
敬
与
第
問
ト

26 

-
海
上
人
が
入
製
す
る
田
町
、

副mれ
を
悔
し

ん
だ
滋
然
上
人
が
、
自
ら
彫
刻
開
銀
し
綬

け
た
と
い
わ
れ
る
滋
然
よ
人
ひ
な
形
の
舗

彫
.

樹
園
彼
等
の
園
間
一
の
畠
可
窓
だ

.



二
世
、
暢
誉
法
音
上
人
。
そ
し
て
も
う

一
人
は
樹
敬
寺
櫨
家
、
原
間
二
郎
氏
で

あ
る
。

と
も
に
江
μ
時
代
に
生
ま
れ
、
附
和
六
年
、
同
パ
年
に
没
し
た
川
時
代
の
朋

友
で
、
明
治
二
十
六
年
の
松
坂
大
火
後
の
樹
敬
寺
復
興
の

立
役
有
で
あ
る
。

し

か
し
、
特
記
す
べ
き
は
両
人
と
も
存
命
中
か
ら
、
法
音
上
人
は
大
昔
会
と
い
う

名
で
、
そ
し
て
似
川
氏
は
般
持
会
と
い
う
名
で
、
刊
紙
う
会
と
悩
祉
が
業
の

M
M

法
人
が
作
ら
れ
、
そ
れ
が
現
在
も
活
動
を
続
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
.

現
住
臓

は
大
正
ト
四
年
生
ま
れ
で
、
四
、
五
歳
の
時
に
座
っ
た
法
音
上
人
の
恰
幅
の
良

い
膝
の
k

を
覚
え
て
い
て
、
今
で
も
本
尊
前
の
須
怖

-
Mに
そ
の
御
泌
が
耐
ら
れ

い
る
。

ま
た
原
山
氏
の
歌
碑
は
境
内
中
央
に
聾
え
て
い
る

.

ぉ
・

4

人
の
魅
力
と

そ
の
実
績
に
触
れ
る
余
裕
は
な
い
が
、
ま
さ
に
こ
の
こ
人
な
し
で
は
今
の
樹
敬

与
を
品
る
こ
と
は
で
き
な
い

。

こ
う
し
た
、
時
々
に
人
を
得
て
聞
か
し
い
歴
史
を
持
つ
樹
敬
年
だ
が
、
刑
制
伐

の
山
下
住
職
は
違
っ
た
形
で
活
躍
を
さ
れ
て
い
る
。
何
よ
り
自
分
の
寺
で
の
教

化
活
動
が
第
一
だ
が
、
地
元
の
虐
行
役
腕
、
浄
土
宗
内
で
の
役
職
と
、
列
挙
す
れ

ば
枚
挙
に
暇
が
な
い
.

そ
れ
こ
そ
席
を
温
め
る
暇
も
な
い
が
、
人
と
の
出
会
い

と
縁
を
大
切
に
が
信
条
だ
と
言
う
。

人
が
集
い
寺
を
つ
く
り
、
つ
く
ら
れ
た
寺

が
ま
た
人
を
呼
ぶ

.

そ
ん
な
思
い
が
強
く
残
る
名
刺
で
あ
る

。

寺院紀行

4フ
年
で
七
十
九
銭
を
迎
え
る
山
下
住
.
.
 

お
元
気
怠
嵐
官
で
‘
ご
本
圃
帽
に
.
を
鱒
げ
ら

れ
る
.
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響
流
十
方

い
ず
れ
の
時
か
夢
の
う
ち
に
あ
ら
ざ
る
、

い
ず
れ
の
人
か
骸
骨
に
あ
ら
ざ
る
べ
し。

人
生
は
常
に

、

夢
、
幻
の
述
続
で
あ
る

。

そ
し
て
、
誰
も
が
持
、

一
皮
む
け
ば
骸
什
に
す
ぎ
な
い
の
だ

近
く
て
遣
い
「
死
」

(
「
一休
被
笠巨

一日
察
純
)



け
に
な
っ
て
い
る
広
く
て
明
る
い
ロ
ピ
l

、
シ
ャ
ン
デ
リ
ア
の
よ
う
な
照
明
:
・

待
A
H
a
五
だ

29 

響説 1 ・ /j

こ
こ
数
年
、
火
葬
場
が
ガ
ラ
ッ
と
様
相
を
変
え
て
い
ま
す

。

ウ
え
っ
、
こ
れ
が
火
葬
山
崎
?
」
。巾
に
入
る
な
り
、
否
、
外
観
を
日
比
た
だ
け
で
思
わ
ず
〔-

H
集

に
店
ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
点
も
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う

。

輸
業
柄

(
?
)
、
ご
縁
を
い

た
だ
く
火
葬
品
の
数
が
お
そ
ら
く

一
般
の
方
よ
り
は
多
い
で
あ
ろ
う
市
苫
も
、
初
め
て
訪
れ

る
火
山
狩
喝
で
は
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
た
い
て
い
そ
う
し
た
驚
き
を
党
え
て
い
ま
す

緑
溢
れ
る
整
然
と
し
た
駐
車
場
。

な
か
に
は
立
体
も
あ
り
ま
し
た

。

大
き
な

一
枚
ガ
ラ
ス

で
出
来
た
入
り
口

つ
エ
ン
ト
ラ
ン
ス

u
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
か
)
、
上
階
ま
で
吹
き
抜

っ
て
ね
け
て
は
い
ま
せ
ん
。

凶
作
の
間
は
あ
るし
、
調
度
品
は
立
派
だ
し
、
ち
ょ
っ
と
洞
部
た

料
m
u
mさ
ん
の
部
川
崎
か
と
凡
ま
が
い
そ
う
で
す

全
館
完
全
均
し
調
で
反
も
冬
も
快
適
こ
の
上

な
し
!

H

隠
し
を
さ
れ
て
述
れ
て
米
ら
れ
た
ら
、
「ど
こ
の
ホ
テ
ル
?
」
と
錯
覚
し
そ
う

な
、
そ
ん
な

H

構
え
H
の
と
こ
ろ
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す

。

昔
は
:
・。

こ
の
言
葉
が
自
然
に
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
自
分
を
哀
し
く
も
思

い
ま
す
が
、

ほ
ん
と
う
に

E
Hは
」
簡
素
な
と
こ
ろ
ば
か
り
で
し
た
。

簡
素
と
い
う
よ
り
コ

ワ
イ
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
は
ず
で
す

そ
う
、
確
か
に
コ
ワ
イ
と
こ
ろ
で
し
た
。



の
?

い
い
え
、
そ
の
奥
に
「
本
当
の
」
お
窯
が
あ
る
ん
で
す
。

手
前
の

「
小
部
尾」
は
お

30 

亡
骸
を
茶
毘
に
す
る
お
窯
、
こ
れ
も
変
わ
り
ま
し
た
。

昔
だ
っ
た
ら
、
簡
単
な
カ
ギ
を
は
ず
し
、
エ
イ
ッ
と
ば
か
り
に
重
々
し
い
扉
を
開
け
る
と
、

顔
を
焦
が
さ
ん
ば
か
り
の
熱
気
、
そ
し
て
赤
々
と
し
た
火
の
鋳
る
灰
と
お
骨

。

そ
れ
が
今
で

は
、
装
飾
の
凝
っ
た
扉
は
ボ
タ
ン

一
つ
で
自
動
開
開
。

扉
の
中
は
:
・
。

あ
れ
っ
、
全
然
熱
く

な
ん
か
な
い
し
、

ス
テ
ン
レ
ス
の
小
部
屋
(
?
)
に
な
っ
て
る
ぞ
。

こ
こ
で
茶
毘
に
す
る

骨
を
冷
ま
す
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
な
ん
で
す
。

そ
し
て
結
果
的
に
は
、
参
列
者
に
庇
按
炉
の
中

を
見
せ
な
い
|

シ
ョ
ッ
ク
を
を
与
え
な
い
ー
と
い
う
ク
ッ
シ
ョ
ン
役
も
果
た
し
て
い
ま
す
。

火
葬
場
は
か
つ
て
、
と
く
に
子
ど
も
に
と
っ
て
は
コ
ワ
イ
と
こ
ろ
で
し
た

。

さ
び
し
い
場

所
、
薄
暗
い
建
物
、
炎
の
熱
さ
と
赤
さ
:
・。

火
葬
場
に
対
す
る
コ
ワ
イ
と
い
う
感
党
と
、
死

に
対
す
る
コ
ワ
サ
と
は
ダ
イ
レ
ク
ト

に
行
き
来
し
て
い
ま
し
た

。

未
知
な
る
死
と
い
う
も
の

の
言
い
知
れ
ぬ
実
態
と
、
誰
も
が
そ
れ
を
経
験
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
、
火
葬
場
と
い
う
空

聞
が
黙
っ
て
見
せ
つ
け
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
う
し
た
こ
と
を
子
ど
も
な
が
ら
に
も
体
感

で
き
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
は
ず
で
す
。

死
が
遠
く
な
っ
た
|
|
。

こ
ん
な
こ
と
が
さ
さ
や
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
も
う
ず



本
年
も
よ
い
年
と
な
り
ま
す
よ
う
。

【小
村
正

F

}
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い
ぶ
ん
前
の
こ
と
。

医
療
技
術
や
機
関
、
福
祉
施
設
な
ど
が
著
し
い
発
展
、
充
実
を
見
せ
は

じ
め
た
頃
だ
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
ま
す
。

時
代
の
流
れ
に
伴
う
家
族
構
成
の
変
遷
な
ど

と
い
っ
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
背
景
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。

こ
の
場
合
の

「死
が
遠
く
な
っ
た
」
と
は
、
「寿
命
が
延
び
た
」
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

誰
か
の
死
を
間
近
に
し
た
り
、
死
と
い
う
も
の
の
現
実
相
を
実
感
で
き
る
機
会
が

少
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

亡
く
な
る
方
の
八

O
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
医
療
機
関

で
最
期
の
時
を
迎
え
て
い
る
と
い
う
実
状
に
よ
り
、
死
は
否
が
応
に
も
覆
い
隠
さ
れ
、
そ
の

非
日
常
化
と
い
う
錯
覚
が
進
む
、
そ
ん
な
結
果
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

火
葬
場
の

「キ
レ

イ
化
」
も
、
実
は
そ
の
「結
果
」
と
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

人
生
の

一
大
事
1
|

死
。

そ
の
ソ
フ
ト
化
(
と
い
う
誤
解
)
は
、
今
後
も
進
む
の
で
し
ょ

う
か
。

常
に
生
の
影
に
潜
む
死
は
、
速
い
も
の
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
し
ょ
う
か
。

お
正
月
早
々
、
コ
ワ
イ
話
で
恐
縮
で
し
た
。

そ
う
い
え
ば
、

一
休
さ
ん
は
こ
ん
な
名
句
も
残
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
し
た
。

門
松
は

冥
土
の
旅
の

一
里
塚

め
で
た
く
も
あ
り

め
で
た
く
も
な
し

響流十1J



議

会Vと
。

健
康
に
人
生
を
送
る

十
カ
柔
・
長
田
流

8
.

明
る
い
発
怨
・
大
い
に
笑
う

(
N
K細
胞
を
活
性
化
さ

せ
る
)

N
K

と
い
う
の
は
「
ナ
チ
ュ
ラ
ル
キ
ラ

1

」
の
絡
級
で
、

有
害
な
細
胞
を
殺
す
峻
能
を
も
っ
天
然
の
殺
し
盛
で
す

.

昨

今
、
医
学
者
の
講
淡
会
や
草
稿
に
「
ガ
ン
細
胞
を
嫌
滅
さ
せ

る
た
め
に
、
体
内
に
こ
の
細
胞
を
明
嫡
・

活
性
化
さ
せ
る
こ

と
が
有
効
で
あ
る
」

と
、
ひ
ん
ぱ
ん
に
登
場
し
て
き
ま
す.

一
九
九
八
年

一
一
月
、
東
京
・

日
比
谷
公
会
堂
で
聞
か
れ

た

「
日
本
総
合
医
学
会
」
で
日
本
笑
い
学
会
の
男
静
夫
理
事

(
産
婦
人
科
医
)
に
よ
る
『あ
な
た
の
笑
顔
、
な
に
よ
り
祭
」

と
題
し
た
講
演
を
臆
講
し
ま
し
た
。
私
も
「
明
る
く
前
向

き
に
発
怨
し
て
大
い
に
笑
お
う
」

と
何
の
綴
拠
も
な
く
呼
び

か
け
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
を
う
け

ごqき

ま
し
た
.

私
と
は
説
得
力
が
ち
が
い
ま
す
。

こ
れ
に
力
を
得
ま
し
た
の
で
年
間
七
、
八
回
は
聞
か
れ
る

中
学
、
高
校
の
ク
ラ
ス
会
や
海
上
自
衛
隊
の
同
期
会
な
ど
に

は
必
ず
出
席
し
て
、
そ
れ
を
話
題
に
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。そ

こ
で
気
づ
い
た
の
が
、
私
ほ
ど
笑
う
人
聞
は
少
な
い
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
.
そ
し
て
、
も
っ
と
も
大
笑

い
す
る
の
が
前
出
の
ク
ラ
ス
会
で
す
。
数
年
前
、
中
学
時
代

の
ク
ラ
ス
会
を
主
催
し
て
、
二
十
数
名
で
二
泊
三
日
の
北
海

道
旅
行
に
出
か
け
ま
し
た。
終
わ
っ
た
あ
と
の
感
怨
を
記
し

た
S
信
の
大
半
に

『
こ
ん
な
に
笑
っ
た
こ
と
が
な
い
」
「腹

の
皮
が
よ
じ
れ
た
」

と
占
か
れ
て
い
ま
し
た

。

大
い
に
笑
っ
て
い
る
ひ
と
は
人
相
が
よ
く
な
り
ま
す

。

で



で
き
る
だ
け
楽
し
い
時
聞
を
過
ご
す
こ
と
で
す
.

ク
ラ
ス
会
が
お
す
す
め
で
す
。
口
出
初
ぎ
く
し
ゃ
く
し
て
い
て

も
、
も
の
の
三
O
分
も
た
た
な
い
う
ち
に
、

一
気
に
中
学
生
、

円
前
校
生
の
世
界
に
精
神
状
態
が
逆
流
し
ま
す
。

そ
し
て
、
肝
心
な
こ
と
は
「
前
向
き
に
明
る
く
発
怨
す
る

習
慣
」
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
す
.
私
の
ぱ
あ
い
は

「悩
み

す
か
ら
、

三
分
」
を
モ
ッ
ト
ー

に
し
て
い
ま
す
。
悩
ん
で
も
ど
う
に
も

な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
な
る
よ
う
に
し
か
な
り
ま
せ
ん
・

い

わ
ゆ
る
開
き
前
り
で
す
。
結
果
が
恋
か
っ
た
ら
そ
れ
を
減
練

と
受
け
止
め
ま
す
。
悩
み
の
元
凶
、
そ
の
大
半
が
取
り
越
し

苦
労
、
過
ぎ
越
し
苦
労
で
す
の
で
、
仏
教
的
に
言
い
ま
す
と

「
み
仏
の
み
こ
こ
ろ
の
ま
に
ま
に
」
と
、
神
仏
に
わ
が
身
を

お
任
せ
す
れ
ば
い
い
の
で
す
・

9

・
右
脳
主
、
左
脳
従
の
生
活
制
閏
償
(
痴
呆
症
の
験
業
別
発

症
状
況
に
も
と
づ
く
)

昭
和
刊
の
終
わ
り
頃
、
私
も
参
加
し
て
い
る
「
全
国
経
営
者

食と仰!Jt

団
体
連
合
会
」
(
全
経
連
)
の
月
例
講
演
会
に
製
薬
会
社

「
総
角
倣
」
の
藤
井
康
夫
社
長
(
故
人
)
が
登
場
し
ま
し
た
。

そ
の
テ
l

プ
を
入
手
し
て
、
長
距
磁
運
転
の
た
び
に
数
十
四

聞
き
ま
し
た
.

そ
の
な
か
に
右
脳
と
左
脳
が
出
て
き
ま
す
.

右
脳
(
情
緒
回
路
)
を
多
く
使
う
趣
味
や
総
菜
、
す
な
わ

ち
向
上
心
を
持
ち
つ
づ
け
て
い
る
芸
術
家
、
日
々
、
人
さ
ま

の
幸
せ
の
た
め
に
生
き
て
い
る
宗
教
者
な
ど
に
痴
呆
が
少
な

い
.
一
方
、
常
に
規
則
に
し
ば
ら
れ
て
い
る
讐
・
祭
官
や
教
聴

者
、
数
字
の
計
算
ば
か
り
し
て
い
る
税
務
官
や
銀
行
員
な
ど
、

左
脳
(
計
算
回
路
)
を
多
く
使
う
械
業
に
あ
る
ひ
と
が
、

退
験
す
る
と
転
げ
る
よ
う
に
そ
の
限
界
ヘ
入
っ
て
し
ま
う
と

い
う
こ
と
で
し
た
.

た
だ
し
、
芸
術
的
な
趣
味
を
持
っ
て
る

ひ
と
は
そ
の
か
ぎ
り
に
あ
ら
ず
と
し
て

、

右
脳
を
働
か
せ
る

よ
う
な
趣
味
を
も
つ
こ
と
を
奨
励
し
、
さ
ら
に
、
閥
必
を
組

味
に
す
る
ひ
と
は
脳
滋
血
に
も
な
り
に
く
い
と
結
ん
で
い
ま

し
た
。
関
恕
を
沿
大
の
綾
味
と
す
る
私
は
快
哉
を
叫
ぶ
思
い

で
し
た
.

人
さ
ま
の
幸
せ
の
た
め
に
生
き
る
こ
と
が
、
結
m
mと
し
て

自
分
の
幸
せ
に
つ
な
が
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
思
い
で
、
ほ

の
ぼ
の
と
し
た
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。

人
体
に
布
苫
な
化

学
肥
料
や
良
薬
を
使
わ
ず
、
人
さ
ま
の
健
康
づ
く
り
に
奉
仕

し
て
い
る
自
然
股
法
実
路
8
は
文
字
ど
お
り
そ
の
実
践
者
な

の
で
す
。
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昔
、
あ
る
と
こ
ろ
に
太
郎
、
次
郎
、
三
郎
の
三
人
兄
弟
が
あ
っ
た
ど

。

あ
る
年
の
正
月
二
日
の
こ
と
、
三
人
は
、
初
夢
を
見
た
ら
み
ん
な
話
せ
と
父

親
に
言
わ
れ
た
と
。

あ
く
る
朝
、
太
郎
ピ
次
郎
は
初
夢
の
話
を
し
た
が
、
三
郎

だ
け
は
ど
う
し
て
も
話
さ
ぬ。
父
親
は
怒
っ
T

勘
当
し
た
と
。

三
郎
は
家
を
虫
T

諸
国
を
歩
い
T

お
る
う
ち
に
、
悪
い
仲
間
ピ
博
打
を
し
、

殿
様
に
捕
ま
リ
牢
獄
へ
入
れ
ら
れ
た
と
。

殿
様
に
は
そ
れ
は
美
L

い
姫
様
が
あ

っ
た
が
、
こ
の
姫
様
が
毎
日
牢
屋
へ
飯
を
運
ん
で
く
れ
た
ど。

殿
様
の
国
の
隣
に
は
鬼
の
園
、
が
あ
リ
、
鬼
の
玉
、
が
殿
様
に
、
姫
様
を
欲
し
い

と
幾
度
も
言
っ
て
よ
こ
し
て
お
っ
た
が
、
い
つ
も
断
ら
れ

T
お
っ
た
と
。

そ
の

う
ち
鬼
の
固
か
ら
難
題
を
よ
こ
し

T

、
解
け
ね
ば
姐
を
貰
う
と
言
うT
き
た
と

G

ま
ず
、
初
め
に
、
長
さ
一
尺
五
寸
ば
か
リ
の
朱
塗
リ
の
梓
を
よ
こ
し
、
こ
の
棒

の
元
ど
先
を
見
分
け
よ
と
言
う
T
き
た
と

。

端
か
ら
端
ま
で
同
じ
太
さ
で
、
い

く
ら
眺
め
T

も
元
ピ
先
が
少
か
ら
ぬ
。

い
よ
い
よ
鬼
の
国
へ
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ

の
か
と
姫
様
は
泣
い
T

お
っ
た
が
、
い
つ
も
の
よ
う
に
牢
獄
へ
飯
を
運
ん
だ
と。

「姫
様
、
な
ぜ
そ
ん
な
に
悲
し
い
顔
を
L
T

い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
」

三
郎
に
聞
か
れ
て
姫
様
は
、
実
は
こ
れ
こ
れ
、
ピ
訳
を
託
し
た
と

。
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「そ
ん
な
こ
と
な
ら
お
配
は
い
リ
ま
せ
ん
。

そ
の
朱
塗
リ
の
棒
を
物
差
し
で
測

リ
、
真
ん
中
を
糸
で
吊
し
て
、
重
く
T

下
が
る
方
が
元
で
、
軽
く
て
上
が
る
方

が
先
で
す
」

三
郎
に
教
わ

っ
た
通
リ
に
L
T

み
る
ピ
、
な
る
ほ
ど
元
ど
先
が
わ
か
っ
た
と
。

殿
様
は
棒
に
印
を
村
け
T

、
鬼
の
国
へ
返
し
T

ゃ
っ
た
と
。

す
る
と
今
度
は
、
馬
を
三
頭
よ
こ
し

T

、
ど
の
馬
が
一
本
年
を
と
っ
T

お
る

か
、
二
本
目
が
ど
れ
か
、
三
本
目
が
ど
れ
か
、
見
分
け
ろ
と
言
うT
き
た
と

。

三
頭
ど
も
大
き
さ
も
毛
の
色
も
ま
っ
た
く
同
じ
で
、
一
向
に
見
分
け
が
つ
か
ん
。

ま
た
姫
様
が
悲
し
い
頗
を
L
T

お
る
ピ
三
郎
が
、

「そ
ん
な
こ
と
な
ら
向
配
は
い
リ
ま
せ
ん

。

一
昨
年
穫
っ
た
走
ピ
去
年
穫
っ
た

麦
ヒ
今
年
穫
っ
た
走
を
そ
の
馬
速
に
会
べ
さ
せ
な
さ
い
。

一
昨
年
の
走
を
会
う

馬
が
一
本
年
寄
リ
で
、
去
年
の
走
を
灸
う
馬
が
そ
の
次
で
、
今
年
の
麦
を
灸
う

の
が
一
本
若
い
馬
で
す
」
ピ
教
え
た
と。
そ
の
通
リ
に
L
T

み
る
と
、
な
る
ほ

ど
麦
を
会
う
順
守
、
馬
の
年
の
順
が
わ
か
っ
た
と
。

殿
様
は
ま
た
印
を
村
け
τ
、

三
頭
の
馬
を
鬼
の
国
へ
戻
し
て
や
っ
た
ピ
。

し
ば
ら
く
す
る
ど
、
今
度
は
鬼
の
固
か
ら
鉄
の
弓
矢
が
射
ら
れTき
た
と
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そ
の
矢
は
、
殿
様
の
屋
敷
の
庭
へ
ド
!
ン
ピ
地
響
き
を
立
て
て
突
き
刺
さっ
た

と
。

見
る
と
そ
の
矢
に
は
短
冊
が
つ
い
て
お
リ
、

「こ
れ
を
抜
い
て
担
い
で
来
い
。

さ
も
な
い
と
姫
を
奪
い
に
行
く
」
ピ
害
い
て

生
め
つ
'
に
γ
」
0

そ
の
矢
は
目
方
が
十
七
貫
も
あ
っ
て
、
地
中
深
く
刺
さ
っ
T
お
る
。

カ
白
伎

の
家
来
達

、

が
抜
い
T

み
た
が
、
び
く
と
も
せ
ん
。

今
度
こ
そ
、
鬼
の
園
へ
行
か

ね
ば
な
ら
ね
ピ
、
姫
様
は
し
く
し
く
泣
い
て
おっ
た
と

。

し
か
し
、

今
回
も
三
郎
は
、

「そ
ん
な
こ
と
な
ら
必
配
は
い
リ
ま
せ
ん

。

私
が
抜
い
て
み
せ
ま
し
ょ
う

」
ピ
、

事
も
な
げ
に
言
つ
て
の
け
た
と。

殿
様
は
、
三
郎
を
牢
屋
か
ら
虫
し
て
抜
か
せT
み
る
こ
と
に
し
た
ど

。

三
郎

は
た
い
そ
う
カ
持
ち
で
、
庭
に
刺
さ
っ
た
鉄
の
矢
を
楽
々
と
抜
き
、
担
ぎ
上
げ

て
歩
い
た
ど
。

殿
様
は
感
お
し
T

三
郎
の
罪
を
許
L

、

そ
の
矢
を
鬼
の
国
へ
担

い
で
行
か
せ
る
こ
と
に
し
た
と。
そ
こ
で
三
郎
は
殿
様
に
願
い
虫
T

、
白
八
?
と

同
じ
年
頃
の
、
同
じ
身
体
つ
き
の
、
同
じ
顔
つ
き
の
若
い
衆
を
四
人
支
度
し
て

も
ら
い
、
五
人
で
虫
か
け
る
こ
と
に
し
た
と
。
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鬼
の
園
へ
着
い
た
三
郎
は
、

「さ
あ
、
注
文
の
も
の
を
持

つ
T

来
ま
し
た

」

ピ
、
矢
を
鬼
の
王
の
庭
に
、
え
い
っ
と
深
く
刺
し
た
ど

。

そ
れ
を
見
た
鬼
の
王
は
驚
い
た
が
、

「よ
し
よ
し
、
よ
く
持
つ
T

来
た
。

ま
あ
、
今
日
は
も
う
遅
い
か
ら
泊
ま
れ
」

ピ
、
五
人
を
屋
敷
の
中
に
通
し
、
タ
灸
を
ご
馳
走
し
た
と。

「三
つ
の
難
題
を
解
い
た
か
ら
に
は
、
隣
の
固
に
は
よ
ほ
ど
の
利
口
岩
が
お
る

と
み
え
る
。

五
人
の
中
に
お
る
に
違
い
な
い
が
、
そ
い
つ
は
生
か
し
T
お
け
ん

」

鬼
の
王
は
そ
う
思
い
、
夜
中
に
五
人
の
寝
て
い
る
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
み
た
と
。

見
る
と
五
人
ど
も
同
じ
よ
う
で
、
ど
れ
が
三
郎
だ
か
さ
っ
ぱ
リ
わ
か
ら
ぬ
。

そ
こ
で
鬼
の
王
は
、
寝
T

い
る
五
人
を
試
す
た
め
に
聞
い
T

み
た
と
。

「魔
王
の
酒
は
何
の
過

」

寝
た
ふ
リ
を
L
T

お
っ
た
三
郎
は
、
す
ぐ
に

「人
の
生
き
血
を
絞
る
酒

」
ピ
答
え
た
と
。

そ
こ

、

τ

、
鬼
の
王
は
寝
T

い
る
三

郎
の
髪
の
毛
を
、
少
し
だ
け
切

っ
T

寂
リ
帰
っ
T

行
っ
た
と

。

三
郎
は
起
き
上

が
リ
、
他
の
四
人
の
髪
の
毛
も
、
白
分
ピ
同
じ
よ
う
切
っ
T

お
い
た
と
。
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民話
をたずねて
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翌
朝
、
鬼
の
玉
、
が
五
人
を
見
る
と
、
み
な
同
じ
よ
う
に
髪
の
毛
が
切
っ
て
あ

る
の
で
、
ど
れ
が
三
郎
だ
か
見
余
け
が
つ
か
ん。

「
ぇj

い
、
五
人
ど
も
釜
ゆ
で
に
L
T

し
ま
え
」

鬼
の
王
は
腹
を
立
て
、
家
来
の
鬼
ど
も
に
言
い
つ
け
た
と。
え
と
も
が
五
人

を
煮
立
っ
た
大
釜
の
中
に
突
き
落
と
そ
う
ピ
し
た
時
、
三
郎
は
、

「
こ
ん
な
熱
い
湯
に
人
間
が
入
れ
る
も
の
か
っ
」
ピ
、
大
釜
を
担
ぎ
上
げ
鬼
ど

も
に
投
げ
つ
け
た
ど
。

そ
し
て
、
こ
ん
な
所
に
も
う
用
は
な
い
ど
、
さ
さ
っ
と

五
人
で
逃
げ
虫
し
た
と。

鬼
の
王
は
あ
ん
な
強
い
男
に
は
か
な
わ
ぬ
と
諦
め
た
の
か
、
追
っ
手
も
よ
こ

さ
ず
、
五
人
は
殿
様
の
所
に
無
事
戻
る
こ
と
が
で
き
た
と
。

殿
様
は
た
い
そ
う

喜
び
、
三
郎
を
姫
様
の
婿
に
し
た
と。

そ
こ
で
、
三
郎
は
実
家
に
帰
リ
、
白
砂
、
が
家
か
ら
虫
て
か
ら
の
一
部
始
終
を

話
し
た
と
。

「父
さ
ん
、
こ
れ
が
掩
の
初
夢
だ
」
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-
新
聞

〈
革

新
聞
で
作
る
紙
入
れ
風
邪
の
夜
永
野

風
邪
に
こ
も
っ
て
、
所
在
な
さ
に
新
聞
紙
で
折
り

紙
を
す
る
。

鶴
や
舟
で
な
く
財
布
で
あ
る。
折
っ
た

と
こ
ろ
で
使
え
る
も
の
で
も
な
く
、
使
え
た
と
こ
ろ

で
今
そ
う
い
う
状
態
に
な
い。
早
く
外
と
の
つ
な
が

り
を
得
た
い
気
持
ち
が
、
そ
う
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。

旬
一

上
一員

活
け
て
花
ム
ロ
の
吹
ゆ
る
老
舗
か
な

浄
一

〈
佳
作
〉
新
聞
の
折
リ
目
正
し
き
冬
の
朝

筆
子

富
田

セ
ー
タ
ー

の
裏
に
一
枚
新
聞
紙

大
野

車

新
開
会
主
さ
に
読
む
児
冬
ぬ
く
し

普
也

井
村

• 台
花
A
nは
前
か
ら
床
に
あ
っ
た
も
の
か
ど
う
か
。

舗

を
活
け
た
花
瓶
を
悦
い
て
、一
層
よ
く
映
え
た
と
い

う
の
で
あ
る
。

錨
よ
り
花
台
多
義
め
た
の
が
、
そ
の

48 

司
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げ
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立
派
さ
と
と
も
に
、
い
か
に
も
し
に
せ
に
ふ
さ
わ
し

い
風
格
存
床
に
与
え
て
い
る。

〈佳
作
〉
灯
台
の
光
に
時
雨
華
や
げ
リ

綱
部

鏡
台
の
桑
の
木
自
に
冬
の
蝿

金
谷

嫁
入
リ
の
卓
棋
令
丸
し
冬
の
百
舌

清
水

-
自
由
題

〈特
選
〉大
寺
の
雨
や
鳩
吹
く
女
た
ち

参
ぷ
に
米
て
.
山
川
術
り
を
し
て
い
る
の
鴫
た
ろ
う
か

。

鹿
内
の
嶋
に
指
を
組
ん
で
鳴
ら
し
、
そ
の
戸
を
ま
ね

て
い
る
の
で
あ
る
。

も
と
も
と
は
山
鳩
存
捕
ら
え
る

た
め
の
も
の
で
、
こ
の
句
で
は
季
語
と
し
て
は
弱
く

な
る
が
、
こ
だ
わ
る
こ
と
は
な
か
ろ
う
。

選者=沼田河郎子

中
村

島
谷
と
き
を真

〈佳
作
〉
杖
に
物
言
い
T

涙
ゆ
く
十
夜
婆

傘
一
本
用
意
に
持
ちT
も
み
じ
狩
リ

藷
ふ
か
す
鍬
の
切
リ
百
と
と
の
えT

千
秋

友
江

み
ね

片
桐
て
い
女

野
村
多
加
子

49 
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〒島法
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作
幡

n
H
M
引
沼

晶H
u
-
-

参
緬

浄
土
蕗
上
句
会
の

お
知
ら
せ

題公
園

筒自
由
題

恵
子

“
愛
子
さ
i
こ
成
長
知
る
春
新
聞

千
秋

…
台

雅
子

…
ゑ
昆
や
撃
て
き
リ
滑
り
ム
ロ

.

縁
台
の
過
も
り
痕L
支
の
夜

ムロ
座
な
き

墓
「
審
リ
ム
ロ
い
秋
日
進
L

S
A噌や
ム
ロ
い
っ
ぱ
い
の
素
焼
瓜

自
由
題

尊
品
悼
の
欠けL
地
蔵
に
、
刺
L

ぐ
れ

苦
闘
る
る
や
逝
き
た
る
兄
の
忌
会
俸
す

知
思
院
の
尺
余
の
柱
翁
呑
る

散
る
銀
本
十
え
て
教
え
飽
き
に
け
リ

動
き
よ
き
か
す
リ
の
も
ん
ベ発
を
扱
る

咳
ひ
ピ
つ
拳
に
ま
ろ
め
風
駅
仰
の
床

手
話
上
手
少
女
に
赤
さ
冬
帽
子

新
聞
の
俳
壇
先
に
目
を
ど
め
て

技
致
の
記
事
我
る
新
聞
に
越
智
む

新
聞
に
く
る
み
て
キ
ャ
ベ
ツ
時リ
ぬ

佐綱今
高度部井

締
切
・
2
0
0
3

年
一
月
二
十
日

発
表
・

『浄
土
』
二
O
O
三
年
四
月
号

選
者

・
溜
回
河
郎
子
(
『高
風
』
主
宰
)

応
募
方
法

・
い
ず
れ
の
題
と
も
数
の
制
限
は
あ
り
ま
せ
ん
。

.
特
選
各
1

名
・

佳
作
各
3

名

葉
書
に
俳
句
(何
句
で
も
可
)
と
、
住
所
・

氏
名
を
必
ず
お
書
き
下

さ
い
。

宛
先

〒

叩
'
o
o
-
-

東
京
都
港
区
芝
公
園
4

'
7

'
4

明
照
会
館
内

月

刊

『浄
土
」
誌
よ
句
会
係

50 

細
田

初
綬

中
島
富
士
子

大
場
清

井
村
善
也

清
水
み
ね

山
本
美
代
子

中
島
富
士
子

周
東
澄
江

増
田
信
子

滞
回
ち
ゑ

板
倉
左
武
銅

浜
口
径
響



漫
画
で
楽
し
い
仏
教
用
語

邪

魔

今
日
は

「じ
ゃ
ま

」
で
す
何

だ
い
つ
で
も
使
っ
て
い
る
よ
、
と

思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
仏
教
静

典
で
調
べ
る
と

「正
月
に
品
川
く
偽

り
の
比
併
を
も

っ

て
、
的
り
の
正

道
を
さ
ま
た
げ
る
忠
庇
t
と
な
り

ま
す

。

も
ち
ろ
ん
、
さ
ま
た
げ

故
防
と
も

さ
て
、
お
釈
迦
さ
ま
は
悟
り
を

開
く
時
に
随
時
多
く
の
忠
雌
に
精

魔
を
さ
れ
、
柄
り
に
述
す
る
ま
で

は
簡
山
中
な
泊
の
り
で
は
な
かっ
た

よ
う
で
す
し
か
し
、
こ
れ
は
い
つ

も
同
じ
、
陣
巾n
uを
乗
り
結
え
て
こ

そ
、
逃
が
聞
け
る
の
で
し
ょ
う
。

自
の
前
に
壁
が
そ
び
え
て
い
る

時
こ
そ
チ
ャ
ン
ス
な
の
か
も
知
れ

ま
せ
ん
ね

。

が
ん
ば
れ
日
本
(
け
)

漫
画
・
蹟
井
ひ
ろ
し

51 

タォ:

i 幹
ご 止L

:
と

思
っ
た
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今
度
は

下
が

締
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あ
の
場
所
な
ら

だ
だ
っ
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い
ぞ



雨
天
実
勺
を
附
対
に
胸
を
似
る

iE 
it71 

信築後記

そ
う
い
え
ば
こ
の
間
聞
い
た
話
で
、
赤
は

'
K性
、
古
は
男
性
と
思
っ
て
主
串
い
そ
う
だ
が
、

時
代
や
処
に
よ
っ
て
は
そ
う
で
は
な
い
と
い

う
。

情
熱
、
力
強
さ
券
義
す
赤
は
男
性
会
』
象

徴
し
、
静
か
な
控
え
め
な
m
z
h
t
け
は
女

性
を
象
徴
す
る
と
い
う
解
釈
を
聞
い
た。

こ
の
象
徴
と
い
う
の
は
誠
に
恐
ろ
し
い
も

の
で
、wI
の
け
か
ら
決
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
、

そ
ん
な
錯
覚
に
陥
っ
て
し
ま
う
が
、
実
は
そ

う
で
は
な
い
こ
と
が
意
外
と
多
い
こ
と
に
気

づ
か
さ
れ
る
。

鳩
は
平
和
の
シ
ン
ボ
ル
で
、

オ
オ
カ
ミ
は
悪
の
象
徴
の
よ
う
な
こ
と
も
そ

の
一
つ
だ
。

思
い
こ
み
ゃ
決
め
つ
け
で
物
事

を
凡
な
い
よ
う
に
、
今
年
は
心
が
け
た
い。(

H
U
O
 

次
号
ニ
・

-
-
一
月
合
併
号
は
三
月

初
旬
の
発
行
で
す
。

怯
U
1た
る
ま
会
作
る
と
、
決
ま
っ
て
U
E

の
代
わ
り
に
市
天
の
実
多
段
っ
た。
真
っ
赤

な
南
天
の
実
は
、
雪
に
よ
く
あ
っ
た
。

お
赤
飯
の
お
車
に
は
、
必
ず
南
天
の
葉
っ

ぱ
が
入
っ
て
い
た
。

こ
れ
は
い
つ
お
唱
に
詰

め
た
か
を
知
る
日

安
に
な
っ
た
。

ま
た
選
前

し
と
も
・
J
わ
れ
、
路
孝
叫
る
と
き
は
、
決
ま
っ

て
ト
イ
レ
の
前
に
は
南
太
多
品
え
た

ま
た
そ
の
名
か
ら
、
難
を
転
ず
る
と
し
て

お
正
月
の
生
け
花
に
は
欠
か
せ
な
い
も
の
と

な
っ
た
。

赤
々
と
た
お
や
か
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ZI:J.\TICJ:J.\T間獄事:
東京都世田谷区玉川台2・1 2・1 (干158-0096)

営業時間:平日/9: 30~20:00 日祝/1 0:00~1 8 : 00
定休日/年中無休

ft03-3108-1911 FAX.03・3108-2066
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大正大学教慢
~平豪処オリジナルカレンダ一
組728cmX噌515師、 B2'!イス

膏局涌付書6牧.り

定量~2.500円高品轟号001 ・ON1

5・6月
5・6R

3・4月

染川英絹画{自
..仏薗オリジナルカレンダ
.728凹Xta51 5cm B2'tイZ

.IIUI付書6枝・リ
定価2.500内 (商品番号也02-0N2
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ティー ・マッフτ11上記のオリシナルカレンターを通信販売いたします

rmzLjt E亙盃0120圃721-310誌官:37;-UJJ7ぷ2A22m受付}

ティー・マップは、大正大学の知的資産を活用して
皆さんのライフフランを応援する会社です。

2003年1 月よりセミナー開催
ティー・マップ浜松町では 、 御寺院向けセミナーをは じめ一般の方々のための
仏教に関する公開傭廃を開股しますので御期待下さい。

τ - (nJぇρ

練式会祉ティー・マップ浜艦町
〒104-0013 東京都浴区浜松町1 ・26.4 みとらピル2・3鴎

TEL: iili 0120・721 ・310 FAX:03 - 5472・5766

. JR r浜谷町駅J .モノレールf浜必町駅jより徒歩3分

. ø営浅草線・大江戸線 f大門IRJ A2出口より徒歩2分
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