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上：骨口市で見つけた 1878 (明治 II) 年発行の翻刻

版の奥付。下：64 (元治元）年発行の原本の奥付（洒
田市立光丘文応蔵）

前
回
こ
の

「俳
諧
文
久
千
三
百
題
j
秋
•
冬
を
、

一
八
六
四

（元
治
元
）
年
の
発
行
と
紹
介
し
た
が
、
じ
つ
は
こ
の
本
LI
I体
は
、

明
治
に
人
っ
て
翻
刻
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

奥
付
に
は

「束
凩
じ
ぃ
林
」
と
あ
る
。

江
戸
が
束
成
と
改
称
さ

れ
た
の
は
六
八

（脱
加
四
）
年
九
月

の
こ
と
で
あ
る
。

と
り
あ

え
ず
手
許
の
本
を
明
治
版
、
六
四
年
に
発
行
さ
れ
た
も
の
を
江

•

い
版
と
よ
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

千
策
I
I
I
小
野
田
市
に
あ
る
、
私
設
の
俳
句
図
屯1
1館
叩
弦
文
州
の

明
治
期
俳
井
I
I
録
に
よ
る
と
、
明
治
版
は
七
八
（明
治
|

-
)
年

発
行
と
あ
る
。

r

C
f
i
年
後
に
翻
刻
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る

。

発
行

者
は

「山
梨

内
藤
伝
右
衛
門
」
と
内
か
れ
て
い
る

。

し
か
し

江
い
版
に
も
明
治
版
に
も
、
奥
付
に
内
藤
伝
わ
術
門
の
名
は
な

い
。

内
藤
伝
布
衛
門
は
し

て
（
明
治
h

)
年
に
山
梨
県
で
厳
初

こ
う
ち
ゅ
う

の
新
聞
「
峡
中

新
聞
」
（現
在
の
山
梨
R
I
I
新
聞
の
前
身）
を

創
刊

し
た
人
物
で
、
出
版
れ
業
に
も
つ
く
し
た
ら
し
い
。

し
た
が
っ

て
明
治
版
を
翻
刻
し
た
可
能
性
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た

翌
蕉
翁
記
念
館
芭
蕉
文
叩

I
I
録
内

冊
益
J
(＂
翌
焦
翁
顕
彰
会
·

編
八
木

K
口
店

·
·o
o
:
.
:
:

年
）
に
よ
れ
ば
、
た
し
か
に
発
行
者
と

し
て
内
藤
伝
右
衛
門
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

写
真
を
見
て
も
ら
え
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
明
治
版
は
江
戸
が

束
点
に
変
わ
っ
て
い
る
ほ
か
は
江
戸
版
と
同
じ
で
あ
る
。

江
戸
t
1
1
林
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
が
ま
る
で
わ
か
ら
な
い
。

東
凩
害
林
に
つ
い
て
は

、

水
井
荷
風
が
「古
本
評
刊
記
」
(「I
I

本
の
名
随
窄
別
谷

1
2
ト
1
1
kりに
収
録

）
で
す
こ
し
触
れ
て
い
る
。

「
一、
そ
も
／
＼
都

卜

の
ト1
1本
屈
に

一 ．

種
あ
り

（略
）o

 
I
は

砧
いf
本
％
肌

新
川
和
邪
の
I
t
1簡雑
杓
を
E`

と
し
て

和
本
川
本
を

＂い
か
ず
、
他
は
和
本
肝
本
を
t

と
な
し
泊
版
本
は
仰
に
ト
1
1
h
い
の

翻
刻
物
を
必
買
す
。
一

、
後
者
は
束
以

KI
I林
糾
合
と
ム
ふ
も

の
を
設
け
行
小
軋

話
人
を
選
び
春
秋
折
々

両
I
必
術
恨
邪
令
部
に

て
占
成1
1珍
本
現
金
即
光
展
党
会
を
開
く
小
已
に
年
あ
り
」

東
京
古
林
は
翻
刻
版
も
ふ
く
め
古
内
の
販
売
を
行
な
う
組
合

と
い
う
こ
と
に
な
る

。

そ
の
前
身
が
江
戸
也
林
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。

本
文
部
分
を
見
比
べ
る
と
同
じ
で
あ
る
。

残
さ
れ
て

い
た
版
木
を
使
っ

て
翻
刻
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

私
に
は
江
戸
期

か
ら
明
治
期
に
か
け
て
の
出
版
巾
情
の
知
識
は
ほ
と
ん
ど
な
い

か
ら
、
推
測
だ
け
で
料
く
し
か
な
い
。

句
に
つ
い
て
も
、
前

皿

「暇
な
と
き
に
解
読
す
る
の
も
楽
し

い
か
も
し
れ
な
い
」
と
瞥
い
た
が
、
情
け
な
い
こ
と
に
と
て
も

わ
た
し
が
太
刀
打
ち
で
き
る
よ
う
な
く
ず
し
字
で
は
な
い
。

魯

’ 



寺
往
紀
行
，年

寺
に
歴
史
あ
り

人
々
に
信
仰
あ
り

日
本
の

心
の
故
郷
を
紀
行
す
る

一一
一
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帰敬山迎接院三費寺第二十七世
渋谷1言一住職。渋谷住職が水を
かけられているのは、昔から本
堂前に湧く湧水池に浮かぶ水面
観音像。 そしてこの水が山門脇
の仰徳殿を囲む池まで引かれて
いる。大正七年に三費寺第二十
三世金沢運瑞住職によって再建
された三貰寺本堂



三費寺本尊 、 阿弥陀三尊。
立派な宮殿に祀られている



明治三年に舞鶴山に建立された建勲神社。
織田1言畏公が神として祀られている。 戊
辰戦争に翻弄された天童藩にとっては意
味深い社である

三四寺寺宝、織田信長公肖像画写真。
木炭を使い西洋画の技法で描かれて
いるが、 その画を撮影した現存する
唯一の写真

昭和六年に竣工した仰徳殿。 織田藩
主の御霊屋でi言長公を始め七十九の
位牌が安置されている。 ちなみに｛言
畏公の法号は、携見院殿贈一品大相
国泰巖安公大居士



十
八
世
紀
初
頭
、
奥
羽
二
州
を
駆
け
巡
り

念
仏
弘
通
に
専
念
し
た
無
能
上
人
の
木
像

と
そ
の
名
号
。
無
能
上
人
は
三
費
寺
を
拠

点
の
ひ
と
つ
と
し
て
い
た

平
成
十
六
年

、

本
堂
屋
根
瓦
葺
き
替
え
等

改
修
工
事
の
落
慶
式
で
の
渋
谷
住
職
。
後

ろ
は
長
男
の
祐
信
副
住
職
。
天
童
市
と
山

形
市
は
県
内
で
は
雪
が
少
な
い
も
の
の
特

別
な
雪
対
策
の
施
工
を
本
堂
の
屋
根
に
は

施
し
て
い
る

撮影／真山剛
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人
の
命
は
食
事
の
時
、
む
せ
て
死
す
る
事
も
あ
る
な
り
。

南
無
阿
み
だ
仏
と
か
み
て
‘

南
無
阿
み
陀
仏
と
の
み
入
る
べ

法
然
上
人
は
唯

一
、
弥
陀
の
本
願
を
拠
り
所
と
し
て
、
承
安
五
年
（
一
―七
五
）
‘-
代
仏
教
の
中
か
ら
、

い
か
な
る
教
え
よ
り
も
勝
れ
、
い
か
な
る
人
で
も
修
す
こ
と
が
で
き
る
易
行
の
専
修
念
仏
に
帰
入
さ
れ
、

浄
土
宗
を
開
宗
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

い
か
に
尊
く
勝
れ
た
教
え
で
あ
っ

て
も
、
そ
の
実
践
が
難
し
け
れ
ば
何
の
意
味
も
な
い。
上
人
教
示
の

本
願
称
名
念
仏
は
文
字
ど
お
り
、
行
住
坐
臥
、
時
処
諸
縁
に
関
係
な
く
、
何
時
で
も
、
何
処
で
も
、
何
を

し
て
い
て
も
、
日
常
生
活
の
中
で
仏
道
実
践
が
で
き
、
そ
し
て
救
わ
れ
る
、
画
期
的
な
教
え
で
あ
っ
た。

人
間
の
日
常
生
活
の
基
本
は
、
衣
食
住
で
あ
る
。

特
に
食
は

一
日
の
サ
イ
ク
ル
で

三
回
廻
っ
て
く
る
と

こ
ろ
の
、
も

っ
と
も
身
近
な
重
要
な
生
活
行
為
で
あ
る

。

上
記
の
お
こ
と
ば
は
、
も
っ
と
も
身
近
な
食
事
を
介
し
て
、
念
仏
生
活
の
根
本
を
説
く
、
大
切
な
御
法

語
と
申
し
て
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ

の

七

『
昭
法
全
』

き
な
り
。

四
九
三
頁
所
載



人
の
寿
命
に
つ
い
て
釈
尊
は
「
人
の
命
は
呼
吸
の
間
に
在
る
の
み
」
（

「虞
々
経
j
正
蔵
一
七
I

五
二
七
）

と
説
か
れ
て
い
る
。

説
示
の
ご
と
く

一
呼
吸
の
後
、
再
び
息
を
吸
う
こ
と
が
で
き
る
保
証
は
何
も
な
い
。

太
平
洋
戦
争
が
終
結
し
て
三
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

横
浜
の
自
坊
で
五
重
相
伝
会
が
開
筵
さ
れ
た
。

戦
後
の
混
乱
期
で
住
職
の
師
父
は
大
変
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
大
本
山
増
上
寺
の
椎
尾
弁
匡
大
僧
正
に
お
下
り
い
た
だ
き
伝
灯
師
、
宮
林
昭
彦
台
下
の
祖
父
上
、

宮
林
大
廉
上
人
を
勧
誡
師
と
し
て
お
招
き
を
し
て
、
百
数
十
名
の
受
者
も
得
て
、
立
派
に
成
満
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
最
終
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

受
者
達
が
要
偶
道
場
の
白
道
を
渡
り
依
所
に
戻
っ
て
き
た
。

そ
の
中

の
老
婦
人
が
最
後
の
昼
食
を
と
っ
て
い
た
時
、
突
然
バ
ッ
タ
リ
と
前
に
倒
れ
、
そ
の
ま
ま
亡
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
椎
尾
大
僧
正
が
『正
偲
法
j
二
輯
三
七
九
頁
に
詳
述

さ
れ
て
い
る
。

爾
後
七
十
年
た
っ
た
今
日
で
も
、
椎
尾
大
僧
正
と
大
勢
の
僧
俗
が
狂
お
し
い
程
大
き
な
声
で
お
唱
え
し

て
い
ら
れ
た
。

あ
の
臨
終
時
の
念
仏
の
声
は
耳
底
に
刻
ま
れ
、
決
し
て
離
れ
る
こ
と
は
な
い。

こ
の
御
法
語
を
拝
す
る
時
は
、
必
ず
あ
の
五
重
相
伝
の一
場
面
が
甦
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。



極
楽
浄
土
か
ら
思
い
を
運
ん
で

然
上
人【

連
載
十
三
】法
然
上
人
が
捉
え
た
お

浄
土
②

林
田
康
順

（
大
正
大
学
教
授
）

前
号
で
は
、
阿
弥
陀
仏
が
建
立
さ
れ
た
極
楽
浄
土
は
、
先
立
た
れ
た
方
々
と
の
再
会
（
倶
会
一
処
）
が

叶
う
場
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
ま
し
た。

か
け
が
え
の
な
い
大
切
な
方
々
と
の
死
別
の
悲
し
さ
を
克
服
す
る

こ
と
な
ど
到
底
で
き
な
い
私
達
凡
夫
に
と
っ
て
、
倶
会

一
処
の
教
え
は
こ
の
上
な
く
あ
り
が
た
い
も
の
で

す
。

そ
し
て
法
然
上
人
は
、
極
楽
浄
土
は
こ
の
娑
婆
世
界
と
隔
絶
し
た
場
で
は
な
い
こ
と
を
次
の
「
ふ
る

さ
と
の
ご
詠
歌
」
に
託
さ
れ
て
い
ま
す
。

生
ま
れ
て
は
ま
ず
思
い
出
ん
ふ
る
さ
と
に
ち
ぎ
り
し
友
の
深
き
ま
こ
と
を

（
試訳
極
楽
浄

土
に
往
生
を
遂
げ
た
な
ら
ば
、
ま
ず
は
思
い
出
そ
う
で
は
な
い
か

。

こ
の
娑
婆
世

界
と
い
う
故
郷
で
「
共
に
お
念
仏
を
称
え
て
必
ず
や
浄
土
往
生
を
遂
げ
よ
う
」
と
契
り
を
交
わ
し
た
、

あ
の
友
の
深
い
ま
こ
と
の
心
を。
）



法然上人と親鸞型人(+三）

も
ち
ろ
ん
、
極
楽
浄
土
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
娑
婆
世
界
は
ど
こ
ま
で
も
迷
い
の
世
界
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の

一
方
、
か
け
が
え
の
な
い
大
切
な
方
々
と
の
懐
か
し
い
思
い
出
を
栢
み
重
ね
た
愛
し
い
故
郷
で
も
あ

る
の
で
す
。

法
然
上
人
は
、
そ
ん
な
故
郷
に
残
る
大
切
な
方
々
を
お
浄
土
か
ら
し
つ
か
り
見
守
り
ま
し
ょ

う
と
述
べ
ら
れ
る
の
で
す
。

私
が
住
職
を
勤
め
て
い
る
慶
岸
寺
に
は
ご
詠
歌
講
が
あ
り
ま
す

。

講
員
の
方
々
は
み
な
「
「花
の
台
の

ご
詠
歌
」
や

「ふ
る
さ
と
の
ご
詠
歌
j
が
大
好
き
で
す
」
と
口
々
に
お
っ
し
ゃ
い
ま
す

。

さ
ま
ざ
ま
な
ご

布
教
の
場
で
も
、
こ
れ
ら
の
お
歌
の
意
味
を
丁
寧
に
お
伝
え
す
る
と
、
皆
さ
ん
熱
心
に
耳
を
傾
け
て
下
さ

り
、
涙
を
拭
い
な
が
ら
聞
い
て
下
さ
る
方
も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

。

誰
し
も
人
は
、
そ
れ
ま
で
の
人

生
の
中
で
、
か
け
が
え
の
な
い
大
切
な
方
々
を
お
送
り
し
て
、
そ
う
し
た
方
々
へ
の
思
い
を
胸
に
抱
き
つ

つ
今
を
生
き
て
い
る
お
互
い
で
す。

だ
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
た
和
歌
が
詠
ん
で
い
る
深
い
意
味
合
い
を
知

れ
ば
知
る
ほ
ど
、
先
立
た
れ
た
方
々
と
の
大
切
な
ご
縁
を
思
い
出
し
て
、
お
念
仏
の
教
え
の
椋
さ
を
た
い

そ
う
喜
ん
で
く
だ
さ
る
の
で
す
。

「
浄
土
宗
の
教
え
は
あ
り
が
た
い
な
ぁ
」
と
心
か
ら
思
え
る
瞬
間
で
す。

還
相
回
向
の
尊
さ

さ
ら
に
法
然
上
人
は
、
極
楽
浄
土
に
往
生
し
た
後
、
阿
弥
陀
仏
の
宮
仕
え
と
し
て
娑
婆
世
界
に
生
き
る

す
べ
て
の
命
あ
る
者
を
お
浄
土
に
祁
く
働
き
に
努
め
る
〈還
相
回
向
〉
に
つ
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
に
言
及
さ

れ
ま
し
た
。

ち
な
み
に
法
然
上
人
は
、
「
い
つ
ど
う
い
う
姿
を
と
っ
て
」
な
ど
と
い
っ
た
迎
相
回
向
の
具

体
的
様
相
を
詳
述
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

い
ら
ぬ
誤
解
を
恐
れ
て
施
さ
れ
な
か
っ
た
の
で

し
ょ
う
。

そ
う
し
た
中
、
こ
こ
で
は
次
の

二
つ
の
ご
法
語
を
紹
介
い
た
し
ま
し
ょ
う。

浄
土
に
生
ま
れ
て
、
さ
と
り
を
ひ
ら
き
て
の
ち
、
い
そ
ぎ
こ
の
世
界
に
返
り
き
た
り
て
、
神
通
方
便

, 



を
も
て
、
結
縁
の
人
を
も
無
縁
の
も
の
を
も
、
ほ
む
る
を
も
そ
し
る
を
も
、
み
な
こ
と
ご
と
く
浄
土

ヘ
迎
え
と
ら
ん
。

（「御
消
息
j
昭
法
全
五
七
六
）

（
試
訳
ひ
と
度
、
極
楽
浄
土
に
往
生
し
て
さ
と
り
を
開
い
た
な
ら
ば
、
急
い
で
こ
の
娑
婆
世
界
に

還
り
来
て
、
超
人
的
な
力
で
あ
る
神
通
力
を
め
ぐ
ら
せ
て
生
前
に
御
縁
の
あ
っ
た
方
も
そ
う
で
な
い

方
も
、
ま
た
お
念
仏
の
教
え
を
讃
え
る
人
も
謗
る
人
も
、

一
人
残
ら
ず
お
浄
土
へ
お
祁
き
致
し
ま
し
ょ

う
。

）

こ
こ
で
法
然
上
人
は
、
「
無
縁
の
も
の
」
と
共
に
「
結
縁
の
人
を
も
」
と
述
べ
ら
れ
ま
す。
も
ち
ろ
ん
、

大
乗
仏
教
の
教
え
で
す
か
ら
、
有
縁
•
無
縁
み
な
平
等
に
救
わ
れ
る
よ
う
努
め
る
の
が
本
義
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん

。

し
か
し
法
然
上
人
は
、
私
達
の
心
の
弱
さ
を
よ
く
ご
存
じ
で
、
ご
縁
の
あ
っ

た
方
の
も
と
へ
返
相
回
向
し
て
も
構
わ
な
い
の
で
す
よ
、
と
お
示
し
下
さ
る
の
で
す
。

わ
れ
と
は
げ
み
て
念
仏
申
し
て
、
い
そ
ぎ
極
楽
へ
ま
い
り
て
、
五
通三
明
を
さ
と
り
て
、
六
追
四
生

の
衆
生
を
利
益
し
、
父
母
師
長
の
生
所
を
た
づ
ね
て
、
心
の
ま
ま
に
迎
え
と
ら
ん
と
思
う
べ
き
に
て

候
な
り
。

（「往
生
浄
土
用
心
」
昭
法
全
五
六
O
)

（
試
訳
自
ら
お
念
仏
に
励
ん
で
、
死
後
は
早
く
極
楽
浄
土
へ
往
生
し
て
五
通
や
三
明
と
い
っ
た
超

人
的
な
力
を
体
得
し
て
、
六
道
四
生
と
い
う
迷
い
の
世
界
に
生
き
る
者
た
ち
に
お
念
仏
の
教
え
を
弘

め
、
両
親
や
お
世
話
に
な
っ
た
方
々
の
生
ま
れ
か
わ
っ
た
と
こ
ろ
を
訪
ね
て
、
思
う
が
ま
ま
に
お
浄

土
に
お
迎
え
し
よ
う
と
思
う
べ
き
で
す

。

）

こ
こ
で
も
法
然
上
人
は
、
「
六
道
四
生
の
衆
生
を
利
益
し
」
と
お
っ
し
ゃ
り
つ
つ
、
「
父
母
師
長
の
生
所

を
た
づ
ね
て
」
と
述
べ
ら
れ
ま
す
。

つ
ま
り
、
あ
な
た
の
お
父
さ
ん
や
お
母
さ
ん
、
お
世
話
に
な
っ
た
方
々

の
生
ま
れ
変
わ
っ
た
所
へ
還
相
回
向
し
て
も
構
わ
な
い
の
で
す
よ
、
と
お
示
し
に
な
る
の
で
す。

JO 



法然上人と親鸞型人(+三）

な
る
ほ
ど
、
小
さ
な
お
子
さ
ん
が
不
慮
の
事
件
や
事
故
に
巻
き
込
ま
れ
、
あ
る
い
は
、
重
い
病
気
を
患

う
な
ど
し
て
、
幼
く
し
て
命
を
終
え
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
お
子
さ
ん
は
、
「
お
父
さ
ん
や
お
母
さ

ん
は
い
っ
た
い
ど
う
し
て
い
る
だ
ろ
う
、
自
分
が
い
な
く
な
っ
て
寂
し
く
て
、
悲
し
く
て
、
辛
く
て
、
泣

い
て
ば
か
り
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
、
ご
両
親
が
心
配
で
心
配
で
い
て
も
た
っ
て
も
い
ら
れ
な

い
こ
と
で
し
ょ
う
。

法
然
上
人
は
、
お
子
さ
ん
が
抱
く
で
あ
ろ
う
そ
う
し
た
思
い
を
汲
み
取
っ
て
、
「
ご

両
親
の
も
と
に
遠
相
回
向
し
て
も
構
わ
な
い
の
で
す
よ
」
と
優
し
く
説
き
示
し
て
下
さ
る
の
で
す。

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
逆
に
、
小
さ
な
お
子
さ
ん
を
追
し
て
旅
立
っ
て
し
ま
っ
た
ご
両
親
で
あ
れ
ば
、
「
わ

が
子
は
ど
う
し
て
い
る
だ
ろ
う
」
と
気
が
気
で
な
ら
な
い
こ
と
で
し
ょ
う

。

法
然
上
人
は
、
そ
う
し
た
ご

両
親
の
切
な
る
願
い
も
し
っ
か
り
と
受
け
と
め
て
、
そ
ん
な
ご
両
親
に
向
け
て
「
ど
う
ぞ
お
子
さ
ん
の
も

と
に
お
遠
り
下
さ
い
」
と
優
し
く
語
り
か
け
て
下
さ
る
こ
と
で
し
ょ
う

。

こ
の
よ
う
に
法
然
上
人
は
、
私
達
の
あ
り
の
ま
ま
の
思
い
と
阿
弥
陀
仏
の
大
い
な
る
慈
悲
の
御
心
と
の

両
者
を
汲
み
取
ら
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
ご
法
語
を
通
じ
て
、
私
達
に
お
示
し
下
さ
っ
た
の
で
す。

宗
祖
の
お
言
葉
を
通
じ
て

言
う
ま
で
も
な
く
法
然
上
人
は
、
ご
自
身
が
立
教
開
宗
さ
れ
た
宗
を
「
浄
土
宗
」
と
命
名
さ
れ
ま
し
た。

ま
さ
に
そ
の
「
浄
土
」
と
は
、
こ
れ
ま
で
棲
々
述
べ
て
来
た
よ
う
な
倶
会

一
処
や
遠
相
回
向
の
叶
う
場
に

他
な
り
ま
せ
ん
。

大
切
な
方
と
の
今
生
の
別
れ
に
際
し
て
悲
嘆
に
く
れ
る
私
達
凡
夫
に
と
っ
て
、
そ
う
し

た
お
浄
土
の
実
在
は
こ
の
上
な
く
あ
り
が
た
い
も
の
で
す

。

今
で
こ
そ
、
浄
土
宗
に
限
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
の
宗
派
で
亡
き
方
に
向
け
た
葬
俵
や
法
要
が
広
く
勤
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

宗
内
外
の
棺
信
徒
の
方
々
が
、
お
寺
を
大
事
に
し
て
下
さ
る
最
大
の
理
由
こ
そ
、
僧
侶
が
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こ
の
よ
う
に
法
然
上
人
は
、
お
念
仏
を
称
え
た
私
達
が
、
極
楽
浄
土
に
往
生
し
た
時
の
あ
り
さ
ま
を
わ

か
り
や
す
く
丁
寧
に
お
伝
え
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
ん
な
諒
い
お
浄
土
だ
か
ら
こ
そ
、
私
達
は
心

骰
き
な
く
さ
と
り
へ
の
道
を
ま
っ
す
ぐ
に
進
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

法
然
上
人
は
次
の
よ
う
に
お
示

し
で
す

。
浄
土
に
し
て
阿
弥
陀
如
来
・
観
音
・
勢
至
に
逢
い
奉
り
て
、
も
ろ
も
ろ
の
塑
教
を
も
学
し
、
さ
と
り

を
も
開
く
べ
き
な
り

。

（「念
仏
大
意
」
昭
法
全
四
0
七
）

（
試
訳
極
楽
浄
土
で
は
、
阿
弥
陀
仏
や
観
音
菩
薩
・
勢
至
菩
薩
に
お
目
に
か
か
り
、
さ
ま
ざ
ま
な

咋
い
教
え
を
学
ん
で
さ
と
り
を
開
く
べ
き
で
す
。

）

な
る
ほ
ど
極
楽
浄
土
で
は
、
阿
弥
陀
仏
を
は
じ
め
、
観
音
菩
薩
や
勢
至
菩
薩
と
い
っ
た
多
く
の
型
者
に

見
守
ら
れ
な
が
ら
、
心
置
き
な
く
行
を
進
め
て
、
速
や
か
に
さ
と
り
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す。

速
や
か
な
さ
と
り
に
向
け
て

心
を
込
め
て
今
は
亡
き
方
々
の
菩
提
を
弔
っ
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、
多
く
の
棺
信
徒
の
方
々

は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
亡
き
方
々
と
の
再
会
を
期
し
、
亡
き
方
々
に
よ
る
お
守
り
を
感
じ
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
さ
に
そ
う
し
た
思
い
こ
そ
倶
会

一
処
と
遠
相
回
向
に
通
じ
る
も
の
で
す

。

そ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
て
、
仏
教
各
宗
派
の
教
義
を
俯
諏
し
た
際
、
宗
祖
の
お
言
葉
を
通
じ
て
、
倶
会

一
処
や
還
相
回
向
の
叶
う
お
浄
土
を
正
面
か
ら
説
示
で
き
る
の
は
、
わ
が
浄
土
宗
の
教
え
を
お
い
て
他
に

は
あ
り
ま
せ
ん

。

法
然
上
人
の
お
言
葉
が
、
ど
れ
ほ
ど
あ
り
が
た
い
こ
と
な
の
か
、
ど
れ
ほ
ど
椋
い
こ
と

な
の
か
、
浄
土
宗
の
教
え
に
連
な
る
私
達
は
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
こ
と
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う。
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法然上人と親鸞聖人(+三）

法
然
上
人
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
ま
す
。

生
け
ら
ば
念
仏
の
功
つ
も
り
、
死
な
ば
浄
土
へ
ま
い
り
な
ん

。

と
て
も
か
く
て
も
こ
の
身
に
は
、
思

い
わ
ず
ろ
う
事
ぞ
な
し。

と
思
い
ぬ
れ
ば
死
生
と
も
に
わ
ず
ら
い
な
し

。

（「つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る

御
詞
j
昭
法
全
四
九
五
）

（試
訳

生
き
て
い
る
間
は
お
念
仏
を
称
え
て
そ
の
功
徳
が
和
も
り
、
命
尽
き
た
な
ら
ば
お
浄
土
に

参
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

。

「
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
身
に
は
あ
れ
こ
れ
と
思
い
悩
む
こ
と
な
ど
な

い
」
と
受
け
と
め
た
な
ら
ば
、
生
き
る
に
も
死
ぬ
に
も
思
い
悩
む
こ
と
な
ど
な
く
な
る
の
で
す。
）

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
お
念
仏
を
称
え
て
、
阿
弥
陀
仏
の
救
い
の
光
明
に
照
ら
さ
れ
、
あ
る

い
は
、
お
浄
土
に
先
立
た
れ
た
方
々
か
ら
見
守
ら
れ
て
過
ご
す
私
達
の
日
々
は
、
お
だ
や
か
な
心
と
や
さ

し
い
思
い
で
満
た
さ
れ
、
阿
弥
陀
仏
に
誉
め
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
、
先
立
た
れ
た
大
切
な
方
に
喜
ん
で

い
た
だ
け
る
よ
う
な
生
活
態
度
に
な
っ
て
表
れ
て
く
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
方
の
お
だ
や
か

な
心
と
や
さ
し
い
思
い
は
、
周
囲
の
方
々
に
も
お
の
ず
と
広
ま
っ
て
い
く
の
で
す

。

以
上
、
浄
土
宗
の
教
え
の
基
本
と
な
る
阿
弥
陀
仏
（
所
帰
）
、
選
択
本
願
念
仏
（
去
行
）
、
極
楽
浄
土
（
所

求
）
に
つ
い
て
簡
潔
に
解
説
し
て
き
ま
し
た

。

法
然
上
人
は
、
選
択
本
願
念
仏
を
称
え
て
、
阿
弥
陀
仏
の

光
明
に
照
ら
さ
れ
た
明
る
＜
幸
せ
な
日
暮
ら
し
を
送
り
、
最
期
臨
終
に
あ
た
り
阿
弥
陀
仏
の
来
迎
に
あ
ず

か
っ
て
必
ず
や
浄
土
往
生
を
遂
げ
、
そ
こ
で
速
や
か
に
さ
と
り
を
開
く
べ
き
こ
と
を
、
終
生
説
き
続
け
ら

れ
た
の
で
す
。

（
続
く
）

思
い
わ
ず
ろ
う
事
ぞ
な
し
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寺院紀行

織
田
信
長
、
盟
臣
秀
吉
、
徳
川
家
康
。

ど
な
た
も

ご
存
じ
の
三
人
の
戦
国
武
将
だ
が
、
そ
の
息
子
や
子

孫
に
つ
い
て
は
ど
れ
だ
け
ご
存
じ
だ
ろ
う
か

。

実
は
こ
の
質
問
、
本
稿
を
古
き
始
め
る
前
に
多
く

の
方
に
聞
い
て
み
た
。

徳
川
家
康
に
つ
い
て
は
息
子

の
秀
忠
が
徳
川
二
代
将
軍
と
な
り
、
そ
の
後
も
徳
川

硲
府
が
続
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
。

盟
臣
秀
吉
も
、

大
坂
夏
の
陣
で
自
害
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
息
子
の

秀
頼
が
、
こ
れ
ま
た
歴
史
上
の
人
物
。

で
は
、
織
田

信
長
の
息
子
は
？
と
伺
う
と
、
み
な
さ
ん
軽
く
首

を
ひ
ね
っ
て
、
「
織
田
信
長
は
信
長
で
終
わ
り
で
し
ょ

う
」
と
口
を
揃
え
る
。

中
に
は
フ
ィ
ギ
ア
ス
ケ
ー
ト

の
織
田
信
成
が
子
孫
？
と

言
い
つ
つ
も
、
信
長
の

息
子
や
織
田
藩
と
い
う
言
葉
は
出
て
こ
な
い
。

か
く
言
う
策
者
も
、
た
ま
た
ま
群
馬
県
の
甘
楽
町

出
身
者
が
経
営
す
る
企
業
の
社
史
を
編
集
し
て
、
織

の
ぶ
か
つ

田
信
長
の
二
男
の
信
雄
の
名
前
に
出
合
っ
た
こ
と
が

あ
る
だ
け
。

つ
ま
り
、
織
田
信
長
は
本
能
寺
の
変
と
い
う
劇
的

な
幕
切
れ
を
迎
え
た
こ
と
で
、
そ
の
子
や
子
孫
が
ほ

と
ん
ど
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
。

信
長
に
関
す
る
質
問
を
も
う

一
っ
。

徳
川
家
康
は
東
照
大
権
現
と
な
り
、
ほ
ぼ
全
国
各

地
に
あ
る
東
照
宮
に
、
幾
臣
秀
吉
は
盟
国
大
明
神
と

な
り
関
西
を
中
心
に
四
国
や
九
州
に
も
あ
る
豊
国
神

社
に
祀
ら
れ
て
い
る
。
二
人
は
今
で
も
神
と
し
て
手

を
合
わ
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
織
山
信
長
は
い
っ
た

い
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
の
か
？
信
長
を
祀
る
神
社

は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？

こ
の
二
つ
の
難
問
に
答
え
て
く
れ
る
の
が
、
今
回

さ
ん
ぼ
う
じ

訪
れ
た
山
形
県
天
童
市
の
三
西
寺
で
あ
る

。

三
行
寺
は
織
田
信
長
を
太
祖
、
信
雄
を
藩
祖
と
す

こ
う
と
く
で
ん

る
織
田
家
歴
代
の
位
牌
を
祀
る
お
盤
、
仰
徳
殿
の
あ

る
織
田
藩
最
後
の
菩
提
寺
な
の
で
あ
る

。

い
わ
ゆ
る
．

御
霊
屋
（
位
牌
を
祀
る
特
別
な
お
棠
）
で
あ
る
仰
徳
t

殿
の
案
内
版
を
読
ん
で
み
よ
う。

t
. 

「
織
田
宗
家
御
廟
仰
徳
殿
」

三
布
寺
は
、
文
政
十
三
(
-
八
一
―1
0)
年
、
稲

府
寺
社
奉
行
よ
り
織
田
宗
家
の
菩
提
寺
に
申
し
付

け
ら
れ
た
。

天
窟
織
田
藩
主
か
ら
、
二
0
両
が
下

賜
さ
れ
、
御
霊
屋
を
建
立
し
た

。

脱
応
四

(
-八

六
八
）
年
、
戊
辰
戦
争
で
焼
失
し
た
が
、
御
位
牌
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は
運
び
出
し
難
を
の
が
れ
た。

現
在
の
御
霊
屋
は
天
童
妾
生
会
（
元
織
田
藩
士

族
の
会
）
に
よ
っ
て
、
昭
和
六
(

-
九
三

一
）
年

五
月
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
、
仰
徳
殿
と
称
さ
れ

て
い
る
。

太
祖
織
田
信
長
公
は
じ
め
代
々
の
藩
主
や
家

族
、
七
九
名
の
方
々
の
御
位
牌
が
安
置
さ
れ
て
い

る
。

当
時
の
宜
教
師
が
描
い
た
も
の
で
、
信
長
公

に
最
も
似
て
い
る
と
織
田
宗
家
に
伝
え
ら
れ
た
肖

像
画
の
写
真
も
掲
額
さ
れ
て
い
る
。

平
成
十
四
年
六
月

天
童
市
教
育
委
員
会

天
童
養
生
会

鶴
正
会
ま

い
づ
る
や
ま

続
け
て
、
三
賓
寺
か
ら
車
で
5

分
、

舞
鶴
山
の
山

た
け
い
さ
J
J

腹
に
あ
る
建
勲
神
社
と
い
う
神
社
の
案
内
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
読
ん
で
み
る
。

「
織
田
信
長
公
を
祀
る
天
童
市
舞
鶴
山
建
勲
神
社
」

天
童
織
田
藩
の
歴
史
は
、
信
長
の
二
男
信
雄
に

始
ま
る
。

（
中
略
）
信
長
の
死
後
、
豊
臣•
徳
川

の
世
と
な
る
に
つ
れ
、
織
田
家
は
尾
張
・
下
野
・

大
和

・

上
野
と
国
替
さ
せ
ら
れ
（
中
略
）
上
野
（
現

群
馬
県
）
小
幡
か
ら
出
羽
高
畠
に
国
替
さ
れ
た

。

こ
の
時
か
ら
天
童
は
織
田
領
と
な
る
が
、
次
に
信

美
の
時
、
居
城
（
館
）
を
高
畠
か
ら
天
童
（
現
田

餞
町
）
へ
移
し
天
童
織
田
藩
と
な
っ
た

。

明
治
維
新
の
際
、
天
童
織
田
藩
は
官
軍
に
味
方

し
た
功
績
で
子
爵
に
列
せ
ら
れ
、
藩
祖
信
長
に
は

た
け
い
r
”
の
か
み

建
勲
神
の
神
号
を
賜
り
建
勲
神
社
と
し
て
明
治
三

年
に
日
本
で
最
初
に
舞
鵡
山
に
祭
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

な
お
、
信
長
公
を
御
祭
神
と
し
た
社
は
、
当
建

勲
神
社
と
京
都
船
岡
山
に
あ
る
建
勲
神
社
の
2

社

の
み
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
織
田
信
長
以
後
も
織
田
藩
は
取
り
泊
さ

れ
る
こ
と
な
く
脈
々
と
続
き
、
廃
藩
置
県
を
天
童
で

迎
え
、
そ
の
時
の
菩
提
寺
が
三
賓
寺
な
の
で
あ
る

。

婦
敬
山
迎
接
院
三
賓
寺
の
第
二
十
七
世
渋
谷
信

一

住
職
に
話
し
を
伺
っ
た

。

「
織
田
藩
が
天
童
に
移
る
と
い
う
話
に
、
私
の
十
代

ぺ
ん
し
き

前
の
塀
識
住
職
が
、
三
密
寺
を
菩
提
寺
に
と
働
き
か

け
た
よ
う
で
す
。

第
十
七
世
癖
識
上
人
は
当
寺
の
中

多くの織田藩主などの位牌が祀られ
る仰徳殿だが、 中央には信畏公の肖
像画写真が飾られている
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寺院紀行

興
の
祖
で
、
本
堂
を
始
め
伽
藍
の
建
立
は
も
と
よ
り
、

過
去
帳
の
整
理
、
寺
の
財
産
の
調
査

·

確
認
な
ど
、

三
賓
寺
は
辮
識
上
人
な
く
し
て
は
語
れ
な
い
、
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
住
職
の

一
人
で
す
」

歴
史
的
に
み
る
と
、
武
将
の
菩
提
寺
は
禅
宗
系
が

多
い
。

織
田
藩
も
天
童
に
移
る
ま
で
は
臨
済
宗
や
曹

洞
宗
と
い
っ
た
禅
寺
を
菩
提
寺
に
し
て
き
て
い
る
。

そ
う
し
た
中
で
浄
土
宗
寺
院
を
菩
提
寺
に
し
た
の
に

は
何
か
し
ら
の
理
由
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い

。

も
ち

ろ
ん
徳
川
家
の
菩
提
寺
は
浄
土
宗
で
、
江
戸
幕
府
の

寺
社
奉
行
か
ら
の
申
達
書
(
-
―
一
賓
寺
に
現
存
）
は
ス

ム
ー

ス
に
出
さ
れ
た
に
は
違
い
な
い
が
…
…

。

渋
谷
住
職
の
話
を
続
け
よ
う

。

「
こ
こ
に
「浄
土
宗

三
密
寺
史
』
が
あ
り
ま
す
。

父
で
あ
り
先
代
で
も
あ
る
亨
雄
住
職
が
ま
と
め
た
寺

史
で
す
。

先
代
に
し
て
み
る
と
ま
だ
書
き
加
え
た
い

事
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
道
半
ば
で
遷
化
し

、

一
緒

に
編
集
を
さ
れ
て
い
た
方
々
か
ら
後
押
し
さ
れ
て
私

が
平
成
十
二
年
に
発
行
し
ま
し
た
」

金
で
箔
押
し
さ
れ
た
立
派
な
表
紙
を
開
き
、
目
次

を
拝
見
す
る

。

第
一
章
か
ら
第
九
章
ま
で
約
四
百
頁
、

こ
れ
ほ
ど
内
容
の
充
実
し
た
寺
史
は
見
た
こ
と
が
な

い
。

そ
の
中
の
第
四
章
が
「
江
戸
期
の三
賓
寺
」
で
、

-
「
念
仏
道
場
と
し
て
興
隆
」

二

「
中
興
の
祖
雛
識
上
人
の
活
躍
」

三

「三
賓
寺
が
織
田
宗
家
の
菩
提
寺
と
な
る
」

（
一
）
織
田
藩
主
が
天
童
に
こ
ら
れ
る
ま
で

（二
）
天
童
織
田
藩
の
成
立

（三
）
三
賓
寺
、
織
田
宗
家
の
菩
提
寺
と
な
る

（
四
）
「
五
七
の
桐
」
が
、
三
賓
寺
の
寺
紋
に
許
可

さ
れ
る

（
五
）
信
長
の
肖
像
（
写
真
）

と
、
実
に
詳
細
な
歴
史
が
記
さ
れ
て
い
る。

「
先
代
は
こ
の
本
以
外
に
も
浄
土
宗
山
形
教
区
の
寺

院
史
を
発
行
し
て
い
ま
す
。

中
興
号
は
伽
藍
を
建
て

た
住
職
に
与
え
ら
れ
ま
す
が
、
先
代
住
職
は
、
こ
の

寺
史
を
編
集
し
た
こ
と
で
中
興
の
祖
と
言
っ
て
も
よ

い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

淡
々
と
し
な
が
ら
も
情
熱
溢
れ
る
口
調
で
、
先
代

住
職
の
足
跡
を
客
観
的
に
語
ら
れ
る
渋
谷
住
職
、
自

分
の
寺
へ
の
貢
献
は
本
堂
屋
根
瓦
の
葺
き
替
え
と
塀

の
整
備
、
そ
し
て
、
本
堂
前
の
湧
水
に
建
て
た
水
面

匹
弓

ヽ
、に

:a 噌雪国ならではの大きな位牌堂。 かつ
ての書院で、 正面奥からさらに左手
へと続いている
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観
音
像
ぐ
ら
い
で
す
、
と
謙
遜
す
る
。

そ
の
渋
谷
住
職
が
伝
え
た
い
の
が
、
織
田
信
長
公

の
肖
像
画

（写
真
）
だ
と
い
う
。

先
の
天
童
教
育
委
員
会
が
仰
徳
殿
案
内
版
に
も
記

し
た
よ
う
に
、
七
十
九
名
の
位
牌
が
安
置
さ
れ
て
い

る

仰
徳
殿
の
祭
壇
中
央
に
掲
げ
て
あ
る
織
田
信
長
公

の
肖
像
画
写
真
、
こ
れ
が三
行
寺
の
寺
宝
の
ひ
と
つ

で
あ
る
。

肖
像
画
の
詳
し
い
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な

い
が
、
お
そ
ら
く
信
長
在
世
中
に
宜
教
師
が
描
い
た

も
の
で
、
木
炭
を
使
っ
た
精
密
な
写
実
画
で
あ
る

。

一
般
的
に
信
長
の
肖
像
画
と
し
て
有
名
な
の
は
、
狩

野
元
秀
が
信
長
の

一
周
忌
に
描
い
た
、
教
科
書
に
も

載
っ
て
い
る
画
だ
が
、
そ
れ
と
は
画
法
が
全
く
異
な

り
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ

ッ

パ
の
技
法
に
よ
る

一
枚
で
、

生
前
だ
か
ら
こ
そ
書
く
事
が
で
き
た
に
違
い
な
い

。

こ
の
肖
像
画
は
天
童
織
田
藩
の
お
館
の
奥
の
間
に

飾
ら
れ
、
正
月
に
家
臣
が
拝
礼
し
て
い
た
記
録
が

残
っ
て
い
る

。

そ
の
後
、
廃
藩
骰
県
に
伴
い
こ
の
肖

像
画
を
織
田
家
が
東
京
・
麹
町
に
持
ち
帰
え
る

。

そ

し
て
、
明
治
初
頭
に
織
田
家
の
家
臣
の

一
人
が
日
比

谷
で
写
真
館
を
開
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
肖
像
画
を

撮
影
、
全
三
枚
の
写
真
は
、

一
枚
が
宮
内
庁
、

一
枚
が
三
行
寺
、
そ
し
て

一
枚
が
肖
像
画
と

と
も
に
織
田
家
の
所
蔵
と
な
っ
た
。

し
か
し
、

戦
災
で
織
田
家
に
あ
っ
た
肖
像
画
と
写
真
は

焼
失
、
宮
内
庁
の
写
真
も
行
方
不
明
、
現
存

す
る
の
は
三
夜
寺
の

一
枚
だ
け
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

こ
の
写
真
、
貴
重
な
織
田
信
長
公
の
肖
像
画
写
真

と
し
て
平
成
四
年
に
文
態
春
秋
社
か
ら
発
行
さ
れ

た
、
遠
藤
周
作
著

「対
談
た
か
が
信
長
さ
れ
ど

信
長
」
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
の
、
世
間
に
は
あ
ま
り

知
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
ん
な
こ
と
も
あ
り
、
よ
り
原

画
に
近
い
形
で
と
、
写
真
の
ポ
ジ
フ
ィ
ル
ム
を
代
し

て
い
た
だ
け
た
。

改
め
て
巻
頭
カ
ラ
ー

頁
の
信
長
公

の
写
真
を
観
て
、
表
情
は
も
と
よ
り
、
ぼ
か
し
の
手

法
な
ど
も
鑑
賞
い
た
だ
き
た
い
。

さ
て
、
天
童
に
は
大
き
な
寺
院
が
三
つ
あ
る
。

「
め

わ
か
ま
つ

で
た
め
で
た
の
若
松
さ
ま
あ
ー
の
」
と
歌
わ
れ
る
天

じ
ゃ
く
し
ょ
う
じ

台
宗
若
松
寺
、
時
宗

一
向
派
の
本
山
か
ら
浄
土
宗
に

ぶ
っ
こ
う
じ

な
っ
た
佛
向
寺
、
そ
し
て
三
費
寺
だ
が
、
三
行
寺
は

天
窟
に
と
っ
て
特
別
な
寺
院
で
あ
る
。

天●藩での将棋の駒作りの祖のひとり、
河野遍助の璽。 同じく大岡力次郎の墓
もある
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寺院紀行

天
童
と
言
え
ば
将
棋
の
駒
で
有
名
だ
が

、

そ
れ
を

根
付
か
せ
た
の
が
天
童
織
田
藩
で
あ
り
、
駒
作
り
の

祖
、
大
岡
力
次
郎
と
河
野
道
助
の
両
人
が
三
賓
寺
に

眠
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
天
童
広
重
と
呼

ば
れ
る
版
画
で
な
い
直
筆
の
歌
川
広
重
の
絵
を
扱
っ

た
医
師
の
田
野
文
仲
、
明
治
大
学
創
設
者
の
ひ
と
り

で
国
会
議
員
と
し
て
も
活
躍
し
た
宮
城
浩
蔵
な
ど
、

天
童
を
代
表
す
る
有
名
人
が
数
多
く
眠
っ
て
い
る

。

―
―
一
賓
寺
は
天
正
年
間
に
現
在
地
よ
り
西
の
藤
内
新

田
に
浄
土
宗
名
越
派
と
し
て
創
建

、

織
田
藩
お
館
の

南
に
隣
接
す
る
現
在
地
に
移
っ
た
が
、
現
在
地
は
天

童
駅
か
ら
徒
歩
約
八
分

。

途
中
の
お
館
跡
を
過
ぎ
る

と
奇
麗
な
石
積
み
の
塀
が
続
き
、
五
七
の
桐
の
紋
が

際
立
つ
山
門
と
な
る
。

山
門
正
面
に
九
間
四
方
の
大

伽
藍
、
山
門
と
も
ど
も
赤
味
を
帯
び
た
本
堂
屋
根
瓦

が
印
象
的
だ
が
、
こ
の
屋
根
瓦
へ
の
葺
き
替
え
は
渋

谷
住
職
が
工
夫
し
た
雪
対
策
が
施
し
て
あ
り
、
落
慶

式
も
行
わ
れ
た
大
事
業
だ
っ
た

。

山
門
を
く
ぐ
る
と

す
ぐ
右
手
に
仰
徳
殿
。

池
の
中
に
建
て
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
の
水
は
本
堂
正
面
の
湧
き
水
が
水
源

。

そ
の

湧
き
水
池
に
は
水
面
観
音
像
が
浮
か
ん
で
い
る

。

本
堂
左
手
奥
に
は
織
田
藩
主
専
用
の
書
院
が
、
ほ

ぽ
本
堂
と
同
じ
大
き
さ
で
作
ら
れ
て
い
た
が
、
現
在

は
位
牌
堂
と
な
り
、
三
賓
寺
を
拠
点
と
し
て
念
仏
弘

通
さ
れ
た
無
能
上
人
の
木
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る。

現
在
は
山
形
教
区
の
教
化
団
長
を
務
め
る
渋
谷
住

職
だ
が
、
「
思
い
返
す
せ
ば
あ
っ
と
言
う
間

」
と
振

り
返
る
。

大
正
大
学
と
同
大
学
院
で
浄
土
学
を
学
び
、

お
寺
に
戻
る
や
三
賓
寺
で
発
足
し
た
吉
水
講
や
青
年

会
な
ど
の
世
話
役
に
次
々
に
就
任
、
平
成
十
年
に
住

職
と
な
る
が
、
半
年
後
に
父
で
あ
り
先
代
で
あ
る
亨

雄
前
住
職
が
遷
化

、

そ
の
追
志
を
継
ぐ
寺
史
出
版
と

五
重
相
伝
の
開
筵
、
そ
の
後
も
地
方
の
名
刹
住
職
ゆ

え
の
寺
院
や
地
域
の
各
種
役
職
就
任

、

恒
例
の
信
長

公
祭
り
や
お
寺
の
定
例
行
事
、
加
え
て
伽
藍
修
繕
整

備
。

そ
し
て
、
平
成
二
十
八
年
四
月
五
日
の
大
本
山

増
上
寺
御
忌
唱
導
師
の
大
役

。

ま
さ
に
あ
っ
と
言
う

間
と
い
う

言
葉
通
り

。

そ
の
渋
谷
住
職
、
今
は
三
賓

寺
住
職
と
し
て
、
仰
徳
殿
と
信
長
公
の
肖
像
画
写
真

の
二
つ
の
織
田
藩
の
品
々
を
し
っ
か
り
今
に
伝
え
た

い
と
い
う
想
い
が
強
い
と
い
う。
本
稿
が
そ
の
一
助

と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
（

ル
ポ
ラ
イ
タ
ー
）
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愚
者
は
荒
々
し
い
こ
と
ば
を
語
り
な
が
ら
「
自
分
が
勝
っ
て
い
る
の
だ
」
と

考
え
る

。

し
か
し
、
（
真
理
を
）
識
知
す
る
人
が
（
謗
り
を
）
堪
え
忍
ぶ
な
ら

ば
、
か
れ
に
こ
そ
勝
利
が
存
す
る。

（「サ
ン
ユ
ッ
タ
・
ニ
カ
ー
ヤ
」
V
I
.
l
.
3
.
6

。

岩
波
文
庫

「悪
魔
と
の
対
話
j
よ
り
）

気
づ
き
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

こ
う
る
じ

っ

ぼ
う

響
流
＋
方



響流十方

話
し
上
手
、
雄
弁
、
弁
舌
軽
や
か
、
弁
が
立
つ
…
…。

話
す
の
が
う
ま
い
人
の
こ
と
を
表

現
す
る
言
葉
や
慣
用
句
は
い
く
つ
か
思
い
つ
く
が
、
「
聞
く
側
」
を
讃
ず
る
言
莱
と
な
る
と
、

寡
聞
に
し
て
あ
ま
り
存
じ
上
げ
な
い。

ハ
ウ
ツ
ー
も
の
、
自
己
啓
発
本
と
呼
ば
れ
る
書
籍
群
は
常
に
新
聞
下
段
の
広
告
を
に
ぎ
わ

せ
て
い
る
が
、
そ
の
テ
、
つ
ま
り
話
し
上
手
の
指
南
書
も
ご
多
分
に
漏
れ
ず
よ
く
見
か
け
る

。

そ
れ
に
比
べ
る
と
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
「
聞
き
上
手
」
へ
の
手
引
き
を
う
た
っ
た
も
の
は
そ
れ

ほ
ど
多
く
は
な
い
よ
う
だ

。

ビ
ジ
ネ
ス
で
も
日
常
生
活
で
も
、
「
聞
く
」
こ
と
よ
り
も「話
す
」

こ
と
に
比
重
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か。

会
話
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
本
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
言
を
侯
た
な
い

。

交

渉
ご
と
で
も
、
飲
み
会
の
席
で
も
、
日
常
の
何
気
な
い
場
面
で
も
、
会
話
が
上
手
で
あ
っ
た

ほ
う
が
ス
ム
ー
ズ
だ
し
、
愉
し
い
し
、
和
や
か
に
も
な
る。

人
と
人
と
の
関
係
性
を
良
好
に

保
つ
、
ま
た
は
深
め
る
の
も
、
あ
る
い
は
そ
の
真
逆
の
結
果
を
引
き
寄
せ
る
の
も
、
会
話
が

大
き
な
カ
ギ
を
握
っ
て
い
る
こ
と
は
、
経
験
上
、
お
そ
ら
く
誰
も
が
わ
か
っ
て
い
る

。

し
か
し
、
こ
れ
が
な
か
な
か
で
き
な
い

。

そ
も
そ
も
、
「
話
し
上
手
」
の
「
上
手
」
が
い

か
な
る
こ
と
な
の
か
、
定
義
す
る
こ
と
が
難
し
い

。
言
葉
づ
か
い
、
ト
ー
ン
、
表
情
、
身
振

り
手
振
り
…
…

。

た
ん
に
、
用
い
る
語
彙
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
実
は
本
当
の
「
話
し
上
手
」
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と
い
う
の
は
全
身
を
使
っ
て
の
も
の
か
も
し
れ
な
い。

失
敗
は
無
数
に
あ
る
。

日
々
、
繰
り
返
し
て
い
る
。
言
わ
な
く
て
い
い
こ
と
を
、

言
う

。

も
っ

と
柔
ら
か
く
表
現
す
れ
ば
よ
か
っ
た
、
と
思
っ
た
と
き
に
は
後
の
祭
り
。

反
対
に
、
「
あ
の

と
き
、

は
っ
き
り

言
っ
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

原
因
は
な
に
か

。

さ
ま
ざ
ま
あ
ろ
う
が
、
も
し
か
す
る
と
、
会
話
と
い
う
も
の
が
「
双
方

向
に
よ
り
成
立
す
る
も
の
」
と
い
う
大
原
則
を
忘
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る

。

「
自
分
が
話
す
」

こ
と
に
の
み
力
を
注
い
で
し
ま
っ
て
は
い
な
い
か

。

た
と
え
、
ど
れ
ほ
ど
正
当
な
こ
と
を
、

理
路
整
然
と
、
力
強
く
訴
え
て
も
、
相
手
が
聞
い
て
く
れ
な
け
れ
ば
会
話
は
成
立
し
な
い

。

と
い
う
こ
と
は
、
「
聞
く
側
」
も
実
は
、
会
話
を
成
功
さ
せ
る
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
な
っ

て
い
る
は
ず
だ
。

少
し
前
の
本
だ
が
、
心
療
内
科
医
•
海
原
純
子
氏
の
著
書

「こ
こ
ろ
の
格
差
時
代
』
（
角

川
書
店
）
を
読
ん
だ
。

経
済
的
、
社
会
地
位
的
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
「勝
ち
組
」
と
「
負

け
組
」
と
の
間
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
全
が
蔓
延
し
て
い
る
こ
と
を
、
氏
は
繰
り
返

し
指
摘
す
る

。

「
勝
ち
組
」
は
相
手
の
話
を
聞
こ
う
と
し
な
い
傾
向
が
強
い
、
と
い
う
。

だ
い
た
い
「
勝
ち
組
」
は
「
自
分
の
実
力
、
努
力
の
み
で
」
そ
う
な
っ
た
と
思
い
込
ん
で

い
る
フ
シ
が
強
く
、
自
分
よ
り
も
下
位
に
あ
る
と
映
る
者
に
、
「
そ
れ
は
自
己
責
任
、
努
力
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響流卜方

不
足
の
報
い
」
と
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る

。

お
の
ず
と
会
話
は
「
上
か
ら
目
線
」
に
な
り
、
相
手

を
否
定
し
が
ち
と
な
り
、
「
聞
か
ず
に
話
す
」
パ
タ
ー
ン
に
な
る
と
い
う。

そ
こ
で
の
提
言
が
、
い
わ
ゆ
る
「
勝
ち
組
」
に
あ
る
者
は
、
自
分
が
得
て
い
る
経
済
力
な

り
地
位
な
り
権
力
は
、
け
っ
し
て
自
分
ひ
と
り
の
努
力
の
み
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、

ま
ず
そ
こ
に
気
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の。

も
っ
と
も
、

「勝
ち
組
・
負
け
組
」

の
線
引
き
自
体
が
難
し
い
し
、
自
分
が
「
勝
ち
組
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
の
も
ど

こ
か
自
惚
れ
め
い
て
い
る

。

が
、
と
も
か
く
も
、
そ
の
「
気
づ
き
」
が
な
け
れ
ば
健
全
な
コ

自
分
が
「
勝
ち
組
」
に
属
す
る
の
か
「
負
け
組
」
に
入
っ
て
い
る
の
か
、
あ
ま
り
こ
だ
わ
っ

て
も
、
客
観
的
ボ
ー
ダ
ー
が
存
在
し
な
い
以
上
、
さ
ほ
ど
意
味
は
な
い
よ
う
に
も
思
う。

そ

こ
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、
他
者
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
こ
そ
、
自
己
の
存
在
が
あ
る
と
い

う
こ
と
に
各
々
が
「
気
づ
く
こ
と
」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
は
ず
だ。

こ
こ
に
、
「
互
い
に
聞
く
」

姿
勢
は
促
さ
れ
て
く
る
。

聞
く
姿
勢
を
呈
す
れ
ば
、
相
手
は
話
そ
う
と
す
る。

そ
れ
を
聞
く
。

自
分
も
話
す
。

聞
い
て
も
ら
え
る
…
…

。

で
も
聞
き
合
え
る
仲
」
の
ほ
う
が
、
う
ん
、

相
互
に
言
い
つ
ば
な
し
に
な
る
や
も
し
れ
な
い
「
何
で
も
言
い
合
え
る
仲
」
よ
り
、
「
何

い
い
か
も
。

ヽ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
と
れ
な
い
と
す
る
。

（
小
村
正
孝
）
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本
年
3

月

2
7日
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
国
連
本
部
に

お
い
て
藤
森
俊
希
氏

(
7
2
オ
）
が
演
説
し
た
。

そ
れ

は
核
兵
器
禁
止
条
約
交
渉
会
議
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
で

あ
り
、
言
わ
ば
「
特
別
枠
」。

各
国
代
表
が
そ
れ
ぞ

れ
の
意
見
を
述
べ
る
前
に
演
説
す
る

。

赤
十
字
国
際

委
員
な
ど
の
4

人
が
順
に
登
壇
し
、
そ
の
3

番
目
で

【
鳴
り
響
く
拍
手
】

あ
っ
た
。

日
本
原
水
爆
被
害
者
団
体
協
議
会
（
日
本

被
団
協
）
の
事
務
局
次
長
で
あ
る
藤
森
氏
は
、1
歳

4

ヵ
月
の
と
き
、
母
親
と
と
も
に
広
島
で
被
爆
し
た。

「
目
と
鼻
と
口
だ
け
を
出
し
て
包
帯
で
ぐ
る
ぐ
る
巻

き
に
さ
れ
、
や
が
て
死
を
迎
え
る
と
見
ら
れ
て
い
ま

し
た
。

そ
の
私
が
奇
跡
的
に
生
き
延
び
、
国
連
で
核

兵
器
廃
絶
を
訴
え
る

。

被
爆
者
の
使
命
を
感
じ
ま
す
」

と
述
べ
、
核
兵
器
の
非
人
道
性
と
禁
止
条
約
の
必
要

浄
土
宗
大
阪
教
区
正
明
寺
住
職
森
俊
英

（
ピー
ス

プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
事
務
局
）

核
兵
器
禁
止
条
約

誕
生
本
年7月7日
、
人
類
共
存
へ
の
新
し
い
道
が
開
か
れ
た

I
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核兵器禁止条約涎生

こ
の
「
議
場
か
ら
拍
手
が
嗚
り
評
く
」
は
深
い
意

味
を
持
つ
。

日
本
被
団
協
は
1
9
5
6

年
に
結
成
さ

れ
、
多
く
の
活
動
を
行
い
、
国
連
に
何
度
も
被
爆
者

を
派
遣
し
て
き
た
。

長
き
に
わ
た
る
不
屈
の
活
動
の

連
続
で
あ
る
。

し
か
し
、
あ
る
時
期
ま
で
、
国
際
社

会
は
被
爆
者
の
声
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
は
こ
な

か
っ
た
。

た
と
え
ば
、
今
か
ら
1
2年
前

(
2
0
0
 
5

年
）
、

核
兵
器
不
拡
散
条
約

(
N
P
T
)再
検
討
会
議
が
国

連
本
部
の
本
会
議
場
で
あ
り
、
そ
の
と
き
も
被
爆
者

は
、
当
時
の
秋
薬
広
島
市
長
・
伊
藤
長
崎
市
長
ら
と

と
も
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
ま
で
足
を
運
ん
で
い
た
。

そ

し
て
、
議
場
で
核
兵
器
廃
絶
を
訴
え
て
い
る
。

た
だ
、

そ
の
こ
と
を
伝
え
る
新
聞
記
事
（
注
1
)
の
題
名
は

【
感
慨
深
さ
の
意
味
】

性
を
懸
命
に
訴
え
た
。

帰
国
後
、
東
京
で
行
わ
れ
た

報
告
会
で
「
演
説
を
終
え
る
と
、
議
場
か
ら
拍
手
が

嗚
り
押
き
ま
し
た
」
と
、
感
慨
深
く
藤
森
氏
は
国
連

で
の
様
子
を
述
懐
し
た
。

（注 l) 朝日新聞 2005年5月6日夕刊 18面

「
被
爆
地
訴
え
届
か
ず
昼
食
時
間
帯
、
席
ガ
ラ
ガ

ラ
」
と
あ
る
。

つ
ま
り
、
公
式
日
程
で
は
な
く
、
各

国
の
代
表
者
た
ち
が
昼
食
へ
と
次
々
に
退
席
し
て
い

く
な
か
で
、
両
市
長
と
被
爆
者
は
演
説
し
て
い
た
の

だ
っ
た
。

演
説
後
に
拍
手
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ

は
、
傍
聴
席
で
聴
い
て
い
た
同
行
の
被
爆
者
や
N
G

0

メ
ン
バ
ー
ら
の
拍
手
で
あ
っ
た
。

も
う

1
2年
を
経
て
い
る
こ
と
な
の
で
、
そ
の
場
に

い
た
被
爆
者
も
、
今
と
な
れ
ば
「
私
も
、
そ
こ
に
居

ま
し
た
よ
」
と
、
苦
笑
い
の
表
情
で
私
た
ち
に
話
し

て
く
れ
る
。

し
か
し
当
時
は
、
い
か
に
無
念
で
あ
り
、

情
け
な
い
思
い
で
議
場
を
見
渡
し
て
お
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

被
爆
者
は
、
国
際
舞
台
に
お
け
る
そ
う
し
た
苦
難

に
も
め
げ
ず
、
海
外
に
ま
で
足
を
運
び
、
諦
め
ず
に

今
日
ま
で
語
り
続
け
て
き
た
。

つ
ま
り
、
本
年
3

月

2
7日
の
演
説
は
、
過
去
の
多
く
の
被
爆
者
に
よ
る
長

年
の
訴
え
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
ゆ
え
に
、
演
説
し

た
藤
森
氏
は
、
そ
の
苦
労
を
噛
み
し
め
る
よ
う
に
し

て
、
「
議
場
か
ら
拍
手
が
鳴
り
響
き
ま
し
た
」
と
、
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本年3月 27 日 、 国連総会艤場で始まった核兵器禁止条約の交渉で濱説する藤森俊希氏
（写真捷供： 日本被団協）

上
述
の
核
兵
器
禁
止
条
約
交
渉
会
議
で
議
長
を
務

め
た
の
は
、
エ
レ
ン

・

ホ
ワ
イ
ト
氏
（
コ
ス
タ
リ
カ

在
ジ
ュ
ネ
ー
プ
国
際
機
関
政
府
代
表
部
大
使
）。

3

月
末
の
会
議
後
、
禁
止
条
約
制
定
に
向
け
て
前
向
き

で
意
欲
的
な
コ
メ
ン
ト
を
出
し
、
引
き
続
き
次
の
会

議
の
準
備
に
奔
走
し
て
い
た

。

4

月
に
は
長
崎
を
訪

ね
、
「
条
約
交
渉
に
関
わ
る
政
府
代
表
が
被
爆
者
の

声
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
は
、
会
議
を
動
か
す
強
い
原

動
力
に
な
っ
て
い
る
」
と
、
報
道
機
関
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
で
語
っ
て
い
る
。

藤
森
氏
は
先
の
報
告
会
で
、
「
ホ
ワ
イ
ト
議
長
か

ら
は
＄
次
の
会
議
に
は
多
く
の
被
爆
者
を
連
れ
て
き

て
く
だ
さ
い
。

そ
し
て
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
署
名

を
持
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
て
と
頼
ま
れ
ま
し
た
」
と。

つ
ま
り
、
被
爆
者
の
声
を
聴
こ
う
と
強
く
願
っ
て
い

る
の
は
、
他
で
も
な
い
議
長
の
ホ
ワ
イ
ト
氏
な
の
で

あ
る
。

被
爆
者
の
長
年
の
努
力
は
、
よ
う
や
く
こ
の

【
議
長
か
ら
の
要
望
】

そ
の
感
慨
深
さ
を
表
現
さ
れ
た
の
で
あ
る。
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ホ
ワ
イ
ト
議
長
の
要
望
に
「
も
っ
と
た
く
さ
ん
の

署
名
を
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
昨
年
4

月
か
ら
始

ま
っ
た
「
ヒ
バ
ク
シ
ャ
国
際
署
名
」
（
注2
)を
指
す
。

平
均
年
齢
が
8
0歳
を
超
え
た
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ

の
被
爆
者
が
国
際
署
名
を
始
め
、
そ
の
活
動
を
多
く

の
団
体
や
個
人
が
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
る。
2
0
2
0

年
ま
で
に
数
億
人
の
署
名
を
集
め
る
こ
と
を
目
指

し
、
集
ま
っ
た
署
名
は
、
核
兵
器
禁
止
条
約
が
議
論

さ
れ
て
い
る
国
連
総
会
に
毎
年
届
け
る
と
い
う
壮
大

な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
だ
。

同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
は
、
署
名
活
動
が
盛
り
上
が

る
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
な
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
て

い
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ

ッ

ト
を
使
っ
た
情
報
拡
散
と
署

名
は
も
ち
ろ
ん
、
団
体
と
し
て
協
力
す
る
場
合
は
、

定
期
的
に
開
催
さ
れ
る
推
進
連
絡
会
に
席
を
お
き
、

情
報
交
換
や
協
働
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。

つ
ま
り
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
本
体
は
「
キ
ャ

【
ヒバ
ク
シ
ャ
国
際
署
名
】

域
に
辿
り
着
い
た
。

（注2) ヒパクシャ国際署名ウェプサイト http://hibakusha-appeal.net/index.html 

（注3) 5月29日、増上寺会館内にて。 推進連絡会 ・ ピースブラットホームの共催

ン
ペ
ー
ン
」
で
あ
り
、
誰
も
が
署
名
を
行
え
る
と
と

も
に
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
拡
張
に
参
加
で
き
る
よ
う

な
工
夫
が
あ
る
。

ゆ
え
に
、
2
0
2
0

年
ま
で
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
と
し
て
の
署
名
活
動
は
、
成
長
し
な
が
ら

継
続
さ
れ
て
い
く
流
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と。

昨
年
の
秋
に
は
、
5
6万
4

千
箪
の
署
名
が
国
連
に

届
け
ら
れ
た
。

今
年
も
す
で
に
多
く
の
署
名
が
集
ま

り
続
け
て
い
る

。

ホ
ワ
イ
ト
議
長
は
、
こ
の
署
名
を

指
し
て
「
も
っ
と
た
く
さ
ん
持
っ
て
き
て
く
だ
さ
い

」

と
、
要
望
し
て
く
れ
た
わ
け
で
あ
る

（本
年
6

月
に

累
計
2
9
6

万
4

千
箪
を
提
出
）
。

こ
の

「ヒ
バ
ク
シ
ャ
国
際
署
名
」
の
推
進
連
絡
会

て
る
み

代
表
は
田
中
熙
巳
氏

。

本
年
5

月
ま
で
日
本
被
団
協

の
事
務
局
長
で
も
あ
っ
た

。

ち
な
み
に
、
日
本
被
団

協
の
事
務
所
は
港
区
芝
大
門
の
ビ
ル
内。

浄
土
宗
大

本
山
増
上
寺
の
、
ご
く
近
く
と
い
う
ご
縁
に
あ
る

。

本
年
5

月
末
に
、
増
上
寺
内
の

一
室
で
「ヒ
バ
ク
シ
ャ

国
際
署
名
」
の
説
明
会

（注
3

)
が
開
催
さ
れ
た
が
、

田
中
氏
は
そ
の
席
に
事
務
所
か
ら
歩
い
て
お
越
し
く

だ
さ
り
、
「
今
度
の
署
名
を
、
確
実
に
核
兵
器
を
な
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【
潮
目
が
変
わ
っ
た2
0
1
0

年
】

く
す
運
動
に
す
る
た
め
、
世
界
中
に
訴
え
て
い
き
た

い
」
と
力
強
く
参
加
者
に
協
力
を
求
め
た。

現
在
の
国
連
を
舞
台
と
し
た
被
爆
者
の
躍
動
を
報

告
し
て
き
た
が
、
被
爆
者
の
声
と
活
動
が
、
こ
の
よ

う
に
国
際
社
会
か
ら
注
目
さ
れ
た
の
は
、
今
か
ら
7

年
ほ
ど
前
の
出
来
事
が
契
機
と
な
っ
て
い
る

。

拙
稿

の
2

節
目
で
「
あ
る
時
期
ま
で
、
国
際
社
会
は
被
爆

者
の
声
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
は
こ
な
か
っ
た
」

と
記
し
た
の
は
、
そ
の
境
目
を
意
味
す
る
。

2

0

1
0

年
4

月
、
赤
十
字
国
際
委
員
会

(
I
C

R
C
)
が
「
核
兵
器
の
時
代
に
終
止
符
を
」
と
の
総

裁
声
明
を
発
表
し
た

。

I
C
R
C

は
、
政
治
的
問
題

に
関
し
て
は
慎
重
な
立
場
を
と
る
の
が
常
で
あ
っ
た

が
、
こ
の
と
き
は
踏
み
込
ん
だ
表
現
を
用
い
、
「
核

兵
器
の
い
か
な
る
使
用
も
国
際
人
道
法
に
合
致
す
る

と
み
な
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と

。

こ
の
内
容

は
、
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
る

。

そ
れ
ま
で
に

一

部
の
人
々
に
あ
っ
た
「
状
況
に
よ
っ
て
は
使
用
さ
れ

さ
ら
に
、
広
島

•

長
崎
で
の
原
爆
投
下
直
後
に
は

多
く
の
人
が
救
援
に
入
り
、
そ
の
人
た
ち
が
被
曝
し

た
。

原
爆
に
よ
る
放
射
線
の
恐
ろ
し
さ
が
未
知
で

あ
っ
た
ゆ
え
の
悲
劇
で
あ
る

。

し
か
し
、
現
代
は
、

核
兵
器
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
線
は
そ
の
後
も
人
命

を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
が
十
分
に
分
か
っ
て
い
る

。

そ
の
現
実
か
ら
I
C
R
C

は
「
核
兵
器
が
使
用
さ
れ

た
場
所
に
、
自
分
た
ち
や
医
療
団
は
救
援
に
行
く
こ

と
す
ら
で
き
な
い
。

だ
か
ら
、
絶
対
に
使
用
し
て
は

な
ら
な
い
」
と
明
言
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
声
明
が
、
国
際
社
会
の
動
き
に
大
き
な
影
評

を
与
え
た
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

そ
の
後
、
非

核
保
有
国
の
動
き
が
活
発
化
す
る。
2
0
1
3

年
に
、

ノ
ル
ウ
ェ
ー

が
「
核
兵
器
の
人
道
的
影
押
に
関
す
る

国
際
会
議
」
を
開
催
、
2
0
1
4

年
に
は
、
メ
キ
シ

コ
が
同
会
議
の
第
2

回
目
を
開
催
し
た
。

冒
頭
で
紹

介
し
た
藤
森
氏
は
、
「
メ
キ
シ
コ
で
の
会
議
で
も
、

私
は
被
爆
者
と
し
て
演
説
し
ま
し
た。

こ
の
こ
ろ
か

う
る
」
と
い
う
見
解
を
完
全
に
切
り
捨
て
た
の
で
あ

る
。
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ら
、
国
際
社
会
が
被
爆
者
の
声
を
熱
心
に
聴
い
て
く

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
」
と
教
え
て

く
れ
た
。

さ
ら
に
、
同
会
議
の
3

回
目
は
同
2

0
1

4

年
末
に
オ
ー

ス
ト
リ
ア
で
開
催
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、

核
兵
器
を
無
く
す
と
い
う
目
標
は
、

実
は
1
9
6

0

年
代
後
半
か
ら
、
す
で
に
国
際
社
会

に
は
あ
っ
た
。

核
兵
器
不
拡
散
条
約

(
N
P
T
)が

そ
れ
で
あ
り
、
保
有
国
に
核
軍
縮
を
義
務
付
け
て
い

る
。

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ

・

ロ
シ
ア
を
は
じ
め
と
す

る
保
有
国
の
エ
ゴ
で
核
軍
縮
は
進
ま
ず
、4
0年
以
上

の
年
月
が
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た。

す
な
わ
ち
、
核

軍
縮
の
ハ
ン
ド
ル
は
保
有
国
の
意
中
に
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

そ
れ
に
業
を
煮
や
し
た
核
兵
器
を
持
た
な
い
国
々

（
非
保
有
国
）
が
、
つ
い
に
立
ち
上
が
る
こ
と
に
な
る
。

2
0
1
0

年
7

月
、
広
島
で
の
1
4
4

カ
国
・
4
0

6
9

の
自
治
体
か
ら
な
る
平
和
首
長
会
議
で
の
こ

と
。

カ
ナ
ダ
の
元
国
会
議
員
ダ
グ
ラ
ス
・
ロ
ー
チ
が
、

【
保
有
国
の参加
が
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
】

「
機
は
熟
し
た
」
と
い
う
趣
旨
の
発
言
を
し
た。
そ

れ
は
「
核
兵
器
を
禁
止
す
べ
き
で
あ
る。

そ
の
条
約

に
よ
っ
て
核
兵
器
を
違
法
と
す
る
こ
と
を
、
保
有
国

の
参
加
が
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
進
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
を
意
味
す
る

。

そ
れ
ま
で
、
誰
も
公
言
し

な
か
っ
た
彼
の
主
張
は
、
核
廃
絶
の
活
動
家
た
ち
に

熱
狂
的
な
支
持
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る。

こ
の
よ
う
に

2

0

1

0

年
か
ら
、
国
際
社
会
の
核
兵

器
を
め
ぐ
る
潮
流
は
大
き
く
変
わ
っ
た

。

人
道
上
の
観
点
か
ら
核
兵
器
の
禁
止
と
廃
絶
を
求

め
る
声
が
さ
ら
に
高
ま
り
、
2
0
1
7

年
、
い
よ
い

よ
禁
止
条
約
の
交
渉
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。

冒
頭
に
報
告
し
た
3

月
末
の
会
議
は
そ
の
第
1

会
期
に
あ
た
り
、
第
2

会
期
は
6

月

1
5日
S
7

月
7

日
に
開
催

。

禁
止
条
約
制
定
へ
の
動
き
は
想
像
を
超

え
る
勢
い
で
進
み
、
こ
の
第
2

会
期
に
お
い
て
、
き
っ

と
採
択
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
、
関
係
者
の
間
で
は
事

前
か
ら
評
判
に
な
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

7

月
7

日
、

【
核
兵
器
禁
止
条
約
の
交
渉
開
始
と
誕
生
】
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ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
国
連
本
部
で
1
2
2

カ
国
の
賛
成

を
も
っ
て
、
人
道
的
見
地
か
ら
核
兵
器
の
存
在
を
否

定
す
る
条
約
が
、
つ
い
に
誕
生
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
交
渉
会
議
に
は
保
有
国
の
姿
は

な
い
。

「
保
有
国
が
加
わ
ら
な
い
条
約
な
ど
意
味
が

な
い
」
と
い
う
反
駁
で
あ
ろ
う

。

し
か
し
、
そ
う
し

た
主
張
に
は
、
も
は
や
説
得
力
が
な
い
。

先
に
書
い

た
よ
う
に
、
保
有
国
は
4
0年
以
上
も
前
か
ら
「
廃
絶

す
る
」
と
約
束
し
な
が
ら
そ
れ
を
怠
り
、
実
際
に
は
、

保
有
継
続
と
兵
器
の
精
度
向
上
に
余
念
が
な
い

。

そ

う
し
た
こ
と
は
、
保
有
国
が
核
兵
器
に
牧
や
す
今
後

の
予
算
を
視
れ
ば
明
ら
か
な
事
実
と
な
っ
て
い
る。

ま
た
、
今
回
の
条
約
に
意
味
が
な
い
と
主
張
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
放
っ
て
お
け
ば
よ
い
の
で
あ
る
が
、

保
有
国
は
反
駁
を
続
け
て
い
る

。

あ
た
か
も
、
国
際

社
会
に
禁
止
条
約
が
浮
上
す
る
こ
と
に
よ
り
、
保
有

国
自
身
が
な
ん
ら
か
の
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
る
こ
と
を

今
か
ら
心
配
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
。

【
禁
止
条
約
の
意
味
】

こ
こ
で
、
禁
止
条
約
に
は
2

つ
の
大
き
な
前
例
が

あ
る
こ
と
を
報
告
し
て
お
き
た
い
。

1

つ
目
は
1
9

9
0

年
代
の
対
人
地
雷
禁
止
条
約
、
2

つ
目
は
2
0

0
0

年
代
の
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
禁
止
条
約
で
あ
る

。

い
ず
れ
も
、
ア
メ
リ
カ
、
ロ
シ
ア
な
ど
の
大
国
は
参

加
し
て
い
な
い

。

と
こ
ろ
が
、
大
国
が
入
ら
ず
と
も
、

多
く
の
有
志
国
が
取
り
組
み
、
こ
れ
ら
の
兵
器
に

「
悪
」
と
い
う
法
的
な
烙
印
を
押
せ
ば
、
そ
の
効
果

は
明
確
に
顕
れ
て
い
る

。

す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
も
兵

器
の
数
が
減
少
し
続
け
て
い
る
と
と
も
に
、
非
加
盟

の
大
国
も
そ
の
流
れ
に
協
力
す
る
よ
う
に
な
り
、
被

害
者
の
救
済
に
貢
献
ま
で
し
て
い
る
。

補
足
だ
が
、
対
人
地
雷
禁
止
条
約
に
つ
い
て
、
日

本
政
府
は
当
初
、
反
対
の
立
場
を
と
っ
て
い
た

。

そ

れ
は
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
を
意
識
し
て
の
こ
と
。

し

か
し
、
日
本
国
内
で
の
市
民
レ
ベ
ル
の
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
な
ど
が
広
が
る
よ
う
に
な
る
と
、
日
本
政
府
は
ア

メ
リ
カ
の
指
示
を
退
け
て
推
進
す
る
立
場
を
と
る
よ
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さ
て
、
核
兵
器
禁
止
条
約
か
ら
期
待
さ
れ
る
効
果

は
、
こ
の
よ
う
に
幾
つ
も
列
記
す
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
拙
稿
で
は
「
投
融
汽
」
と
い
う
視
点
を
挙
げ
て

お
き
た
い
。

今
回
の
核
兵
器
禁
止
条
約
に
お
い
て
は
、

「
使
用
、
開
発
、
実
験
…

」
な
ど
を
幅
広
く
禁
止
し

て
い
る
が
、
併
せ
て
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
援
助
も
禁

止
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
核
兵
器
を
開
発
•
製
造
を
し
て
い
る

企
業
に
、
投
融
資
を
し
て
い
る
金
融
機
関
が
世
界
に

は
多
く
存
在
し
て
い
る
。

私
た
ち
が
よ
く
知
っ
て
い

る
国
内
の
金
融
機
関
や
大
手
銀
行
の
い
く
つ
か
も
、

悲
し
い
こ
と
に
そ
の
行
為
を
行
っ
て
い
る

。

そ
う
し

た
事
実
は
、
と
き
ど
き
、
新
聞
に
小
さ
な
記
事
で
銀

行
名
な
ど
が
公
表
さ
れ
て
い
る
程
度
で
あ
っ
た
が
、

禁
止
条
約
が
採
択
さ
れ
た
今
後
は
、
そ
の
報
道
が
多

く
の
人
々
の
目
に
と
ま
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う

。

そ
れ
に
呼
応
し
て
、
核
兵
器
廃
絶
を
求
め
る
市
民
・

企
業
・
法
人
な
ど
が
、
自
身
の
預
金
を
他
の
健
全
な

う
に
な
り
、
国
際
的
に
も
大
き
な
影
押
を
与
え
て
い

る
。

【
新
し
い
道
が
開
か
れ
た
】

金
融
機
関
へ
と
移
す
な
ど
し
て
、
金
融
機
関
の
社
会

性
を
問
う
動
き
も
起
こ
り
得
る
の
で
あ
る
。

核
兵
器
は
、
今
ま
で
は
道
徳
に
反
す
る
存
在
で

あ
っ
た
が
、
今
は
法
律
に
反
す
る
も
の
と
な
っ
た

。

私
た
ち
は
銀
行
な
ど
を
利
便
性
で
選
び
が
ち
だ
が
、

今
後
は
社
会
的
買
任
も
考
え
て
選
ぶ
こ
と
に
な
る。

禁
止
条
約
に
よ
っ
て
、
す
ぐ
さ
ま
核
兵
器
が
消
え

る
わ
け
で
は
な
い
。

想
像
が
で
き
な
い
ほ
ど
の
苦
難

が
あ
る
こ
と
は
分
か
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
今
ま
で

の
よ
う
に
核
兵
器
を
非
合
法
化
せ
ず
、
「
持
つ
こ
と

が
特
権
」
と
い
う
認
識
で
あ
る
な
ら
ば
、
国
家
間
に

お
け
る
核
兵
器
の
拡
散
と
精
度
向
上
化
は
止
ま
る
こ

と
を
知
ら
な
い

。

そ
し
て
、
や
が
て
は
戦
争
を
待
た

ず
し
て
、
偶
発
的
衝
突
・
事
故
な
ど
に
よ
り
人
類
の

未
来
に
は
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
悲
劇
し
か
待
っ
て

い
な
い
こ
と
に
な
る

。

私
た
ち
は
こ
う
し
た
悲
観
論

を
超
え
て
、
い
か
に
険
し
く
と
も
希
望
の
あ
る
未
来

を
希
求
す
べ
き
で
あ
る

。
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今
回
の
禁
止
条
約
は
、
核
兵
器
に
対
し
て
、
「
必

要
悪
」
で
は
な
く
「
絶
対
悪
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を

貼
り
付
け
た

。

日
本
政
府
は
現
在
の
と
こ
ろ
、
ア
メ

リ
カ
を
意
識
し
て
禁
止
条
約
に
は
見
向
き
も
し
て
い

な
い
が
、
過
去
の
対
人
地
雷
禁
止
条
約
の
と
き
の
よ

う
に
、
推
進
へ
と
態
度
を
あ
ら
た
め
て
く
れ
る
こ
と

を
期
待
し
た
い

。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
甜
き
は
、

市
民
・
草
の
根
レ
ベ
ル
か
ら
の
声
に
よ
る
の
で
あ
る。

こ
れ
か
ら
は
、
市
民
レ
ベ
ル
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
な
ど

も
数
多
く
企
画
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

。

私
た
ち
仏
教
者

に
よ
る
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
、
あ
る
い
は
個
々
の
団
体

に
よ
る
イ
ベ
ン
ト
ヘ
の
参
加
、
会
場
の
提
供
、
資
金

の
助
成
な
ど
、
奉
仕
す
べ
き
こ
と
は
い
く
つ
も
あ
る

（
下
段
参
照
）
。

核
兵
器
禁
止
条
約
は
被
爆
者
の
長
き
に
わ
た
る
悲

願
で
あ
り
、
そ
れ
が
本
年
、
国
連
の
場
で
結
実
し
た
。

な
お
、
こ
の
禁
止
条
約
は
9

月

2
0日
か
ら
各
国
の
署

名
手
続
き
が
始
ま
り
、
批
准
国
が
5
0カ
国
に
達
し
た

後
、
9
0日
を
経
て
発
効
さ
れ
る
。

人
類
共
存
の
た
め
、
新
し
い
道
が
開
か
れ
た

。

そ

「
比
叡
山
宗
教
サ
ミ
ッ
ト3
0周
年
記
念
の
集
い
」
(
8

月
3
.
4

日
開
催
）
に
お
い
て
も
、
核
兵
器
廃
絶
ヘ

の
決
意
が
共
有
さ
れ
た
。

こ
れ
か
ら
は
、
そ
の
方
向

性
に
沿
っ
た
宗
教
者
個
々
の
実
際
の
努
力
、
さ
ら
に

は
宗
教
間
の
連
帯
が
待
望
さ
れ
る
こ
と
と
な
る。

拙
稿
を
お
読
み
い
た
だ
き
、
具
体
的
活
動
へ
の
協

力
に
関
心
を
お
持
ち
い
た
だ
け
る
方
は
、
ピ
ー
ス
プ

ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム

(
p

.

p
l
a
t
f
o
r
m
2
0
1
4
®
g
m

a
i
l
.
c
o
m
)
 

へ
お
問
い
合
わ
せ
を
い
た
だ
け
る
と
有
難
い

。

世
間
で
は
、
核
兵
器
禁
止
条
約
が
締
結
さ
れ
た
こ

と
へ
の
認
知
度
は
、
ま
だ
ま
だ
高
い
と
は
言
え
な
い
。

そ
こ
で
、
市
民
レ
ベ
ル
に
お
い
て
関
心
を
高
め
て
も

ら
う
べ
き
ポ
ス
タ
ー
の
製
作
や
、
イ
ベ
ン
ト
の
企
画
、

活
動
の
た
め
の
基
金
に
つ
い
て
、

一
緒
に
考
え
て
い

た
だ
け
る
方
は
、
ぜ
ひ
ご
連
絡
を
。

【
こ
れ
か
ら
、具
体
的
に
】

の
こ
と
に
仏
教
者
は
敏
感
で
あ
り
た
い
。
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。
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会句
●
康ハ

康
を
得
て
は
羽
蟻
ど
な
る
男

上誌
ー

土浄

駅
を
出
れ
ば
細
か
い
雨3

傘
を
差
し
て
も
よ
い
が
、

い
っ
そ
軽
く
濡
れ
て
も
い
い
と
思
う
ぐ
ら
い
に
美
し

く
、
左
右
に
紫
陽
花
が
咲
き
誇
っ
て
い
る

。

一
日
の
用

事
を
お
え
て

一杯
や
っ
た
り
し
て
家
路
に
つ
く
何
の
こ

と
も
な
い
日
常
の
行
為
を
楽
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る

。

〈
佳
作
〉
夕
映
え
の
岩
場
に
蟹
の
家
族
か
な

実
は
そ
の
家
主
は
わ
た
し

菓
蛙

青
時
雨
墓
へ
家
紋
を
確
か
め
に

長
く
持
病
と
つ
き
あ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う。

そ
れ

で
も
少
し
は
体
調
良
好
な
日
も
あ
る。

家
族
の
心
配

を
よ
そ
に
少
し
羽
根
を
伸
ば
し
た
く
な
る
の
で
あ
る

。

羽
蟻
と
な
っ
て
ち
ょ
っ
と
浮
か
れ
て。

医
者
に
内
緒

で
一杯
呑
む。

し
か
ら
れ
ま
す
ぞ。

歌
代

山
井

有
藤

那
美

悠
輔

昌
造

小
橋
逸
朗

●
家

〈
塁

紫
陽
花
の
雨
の
家
路
ど
な
り
に
け
り
野
上
由
香
子



浄
誌
上
句
会
の

お
知
ら
せ

兼
題ｱ

 

用日
＂
題

伊
藤
富
生

片
上
錬
二

松
井
瑶
子

〈佳
作
〉
家
康
ど
い
う
饂
鈍
屋
の
竹
落
葉

客
が
み
な
海
月
に
見
え
る
不
健
康

康
さ
ん
は
船
尾
の
人
で
ア
ロ
ハ
シ
ャ
ツ

卓
に
並
ぶ
冷
奴

。

実
に
地
味
だ
が
酒
に
は
欠
か
せ

な
い

。

小
宴
で
も
な
い
の
か
も
し
れ
な
い

。

居
洒
屋

の
カ
ウ
ン
タ
ー
に
ひ
と
り

。

周
囲
の
人
に
も
冷
奴
が

並
ぶ

。

そ
れ
を
小
宴
と
名
づ
け
て
み
た
の
で
あ
る。

今
夜
も
洒
が
旨
い。

〈佳
作
〉
菖
蒲
湯
な
奴
叉
た
菖
蒲
どし
て

積
ま
る

佃
煮
は
浅
剃
ど
決
め
て
豆
御
飯

白
日
傘
風
土
記
の
丘
へ
ふ
た
つ
み
つ

締
切
・
ニ
O
一
七
年
十
月
二
十
五
日

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
旬
（何
句
で
も
可
）と
、

住
所
・
氏
名
を
必
ず
お
書
き
下
さ
い
。

宛
先

〒
1
0
5
,

0
0
1
1

東
京
都
港
区
芝
公
園
4
1
7

ー

4

明
照
会
館
内
月
刊

「浄
土
」
誌
上
句
会
係

発
表
・

「浄
土
」
二
0
一
七
年
十
二
月
号

坊鷺烏庵

、
宴
や
ほ
の
ぼ
の
並
ぶ
冷
奴

縫
特
選
〉J

J
 

無
〈

= 者選

●
自

由
題

飯
田
保

横
山
芙
美
子

安
西
由
紀
男

谷

満
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編集後記

雑誌 「浄土」
特別、維持、賛助会員の方々

飯田実雄（駒ヶ根•安楽寺）
巌谷勝正 (B黒・祐天寺）
魚尾孝久 （三島・願成寺）
大江田博導（仙台•西方寺）
加藤昌康（下北沢 • 森巖寺）
粂原恒久 （川越・蓮馨寺）
粂原勇慈（甲府・瑞泉寺）
佐藤孝雄（鎌倉・邸徳院）
佐藤成順（品川・願行寺）
佐藤良純（小石川・ 光闘寺）
東海林良雲（塩釜•雲上寺）
須藤隆仙 （函館 ・ 称名寺）
高口恭典 （大阪・ 一心寺）
中島真成 (1'f山・梅窓院）
中村康雅 cm水 ・ 実相寺）
中村瑞貴（仙台・愚鈍院）
野上智徳（静岡 ・ 宝台院）
藤田得三（測巣 ． 勝願寺）
堀田卓文（静岡 ・ 培阻院）
本多義敬 （両国・ fuf 向院）
松濤泰彦（芝・古松院）
真野龍海（大本 11,m浄華院）
水科善隆（長野・究炭寺）
（敬称略•五十畜順）

埼
玉
大
学
病
院
に
精
神
科
医
の
大
西
秀
樹
氏

が
二
0
0
七
年
よ
り

『迫
族
外
来
』
と
い
う
も

の
を
開
設
さ
れ
て
い
る
そ
う
だ
。
愛
す
る
人
を

亡
く
し
た
人
は

「
第
二の
患
者
」
で
、
う
つ
病

に
な
る
ケ
ー
ス
が
通
常
の
卜
倍
に
も
な
る
そ
う

だ
。
N
H
K

の
朝
の
ニ
ュ
ー
ス
番
組
で
紹
介
し

て
い
た
が
、
何
と
も
違
和
感
を
感
ぜ
ず
に
は
い

ら
れ
な
か
っ
た

。

当
然
う
つ
病
と
診
断
さ
れ
れ
ば
、
抗
う
つ
剤

が
出
さ
れ
る
わ
け
で
、
う
つ
病
患
者
が
増
え
る

だ
け
と
い
う
感
じ
が
す
る

。

迎
族
を
見
守
る
話

に
何
故
宗
教
が
絡
ま
な
い
の
か
、
こ
の
国
は
全

く
不
思
議
な
国
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

。

先
日
テ

雲
隠
れ
い
つ
も
の
こ
と
だ
と
秋
の
月
岱

澗

レ
ホ
ン
相
談
で
、
五
十
代
の
女
性
か
ら
真
剣
に

「人
間
死
ん
だ
後
は
ど
う
な
る
の
で
す
か
？

」

と
い
う
ス
ト
レ
ー
ト
な
屯
話
が
あ
っ
た

。

聴
け

ば
最
近
ご
主
人
と
父
親
を
続
け
て
亡
く
さ
れ
、

悲
し
み
と
孤
独
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う
に
な
っ

て
い
ら
し
た

。
浄
土
宗
の
信
仰
は
こ
う
し
た
と

き
と
て
も
有
り
難
く
、
お
浄
土
や
来
迎
の
話
を

し
た
と
こ
ろ
、
最
後
に
は
と
て
も
元
気
な
明
る

い
声
で
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
を
言
っ

て
頂
け
た

。

お
浄
土
の

「
話
」は
、
死
と
直
面
す
る
人
ほ

ど
そ
の
価
値
が
高
ま
る
よ
う
だ
。
最
近
六
道
輪

廻
を
仏
教
の
教
え
だ
な
ど
と
言
い
、
死
ん
だ
ら

生
前
の
行
い
で
地
獄
や
餓
鬼
道
に
堕
ち
る
な
ど

と

言
っ
て
は
、
お
布
施
の
額
を
つ
り
上
げ
て
い

編
集
チ
ー
フ

編
集
ス
タ
ッ
フ

長
谷
川
岱
潤

斎
藤
晃
道

佐
山
哲
郎

肖
木
照
憲

村
田
洋

一

る
俯
侶
も
い
る
ら
し
い
。
お
寺
が
も
っ
と
も
っ

と
迎
族
に
寄
り
添
い
‘
迫
族
の
心
の
ケ
ア
を
し

て
行
け
ば
、
精
神
科
医
が
薬
を
出
す
迫
族
な
ど

少
な
く
な
る
と
思
う
の
だ
が
。
（
長
）

ホームページ http:/ /jodo.ne.jp/ 

メールアドレス hounen@jodo.ne.Jp 
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写経と写詠歌セットのこ案内
特徴① 奉害の手本に筆ペンで直接なぞる

特徴② 法事や行事の待ち時間で写せるA4判

特徴③手本は当会オリジナル

特徴④ 「写経セット」は浄土宗 H常勤行式。

特徴⑤ 「写詠歌セット」は宗歌と四季の和歌。

従来の写経と異なる薄墨をなぞる 'If経と ''1詠歌のセットです。 扱いやすい A4版で

筆ペンで写せます。 手軽にかつ短時間でできる新しいタイプの写経、写詠歌ですが、

佑i級奉t'~ を使川していますので、墨と毛惰でも 'lj'.せます。 法事や各種行事、詠叫会

の待ち時間に、朝夕のお参りの前後に、新たな写経・写詠歌行こドにこ利川下さい。

申込8 年月日

御名前 電話

御住所 〒

《御寺院欄》 教区 組 寺•院寺院番号

〇写経セット 領価： 12,000円（税込）関東• 関西 セット

(1 組 12枚、10組入り） ※寺院名（ ）を入れる • 入れない
※関東版 （三奉請）、 関西版 （四奉請） に丸をおつけ下さい。

8写詠歌セット 定価： 10 , 000円（税込） セット

(1 組5枚、 20組入り）

※写経セットの寺院名入れは無料です。 ご希望の場合は寺院名をお書き下さい。

※消費税と発送料は領価に含んでいます。 商吊お届け時の請求書にてお支払い下さい。

※こ注文をいただいてからお届けまで3週間ほどかかりますので、ご了承下さい。

※ 1 組からこ注文こ希望の方はFAXにて当会にこ相談下さい。

《本頁をコピーの上、注文を記入して、法然上人鑽仰会へ

Fax (03-35 78-7036) 、 メール (hounen@jodo.ne.jp) 、 または

郵送(〒 105-0011 東京都港区芝公園4-7-4 明照会館4階）下さい》
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写経セッ ト浄土宗勤行の解説も付いた 12枚組

浄土宗の日常勤行式が
写経になった！！ 写経後は
オリジナルの経本
にもなります。

薄
墨
本
を
な
ぞ
る

オ

ジ
ナ
ル
A
4

判

阿

, I 

法然上人を心から慕う

法然上人鑽仰会だから

こそ作れる高級奉書の

オリジナル手本です。

写詠歌
セット

宗歌「月かげ」と春夏秋冬の和歌
解説付き 5首セット

詠唱でお唱えする歌、
法然上人のお歌を

筆で写して心に刻もう！

当会オリジナル新商品！！

法然上人鑽仰会FAX : 03-35 78-7036 

〒 105-0011 東京都港区芝公園4-7-4明照会館4階

※お問い合わせは、 Fax またはメール

hounen@jodo.ne.jp へお願いします。
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