
二
十
七

二
十
七 

や　す　ら　ぎ

「
歎
異
抄
」

第
十
二
章
　
続
き

故
聖
人
の
お
お
せ
に
は
、「
こ
の
法

を
ば
信
ず
る
衆
生
も
あ
り
、
そ
し
る

衆
生
も
あ
る
べ
し
と
、
仏
と
き
お
か

せ
た
ま
い
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
わ
れ

は
す
で
に
信
じ
た
て
ま
つ
る
。
ま
た

ひ
と
あ
り
て
そ
し
る
に
て
、
仏
説
ま

こ
と
な
り
け
り
と
し
ら
れ
そ
う
ろ
う
。

し
か
れ
ば
往
生
は
い
よ
い
よ
一
定

い
ち
じ
ょ
う

と

お
も
い
た
ま
う
べ
き
な
り
。
あ
や
ま

っ
て
、
そ
し
る
ひ
と
の
そ
う
ら
わ
ざ

ら
ん
に
こ
そ
、
い
か
に
信
ず
る
ひ
と

は
あ
れ
ど
も
、
そ
し
る
ひ
と
の
な
き

や
ら
ん
と
も
、
お
ぼ
え
そ
う
ら
い
ぬ

べ
け
れ
。
か
く
も
う
せ
ば
と
て
、
か

な
ら
ず
ひ
と
に
そ
し
ら
れ
ん
と
に
は

あ
ら
ず
。
仏ぶ

つ

の
、
か
ね
て
信
謗
と
も

に
あ
る
べ
き
む
ね
を
し
ろ
し
め
し
て
、

ひ
と
の
う
た
が
い
を
あ
ら
せ
じ
と
、

と
き
お
か
せ
た
ま
う
こ
と
を
も
う
す

な
り
」
と
こ
そ
そ
う
ら
い
し
か
。
い

ま
の
世
に
は
学
文

が
く
も
ん

し
て
、
ひ
と
の
そ

し
り
を
や
め
、
ひ
と
え
に
論
義
問
答

む
ね
と
せ
ん
と
か
ま
え
ら
れ
そ
う
ろ

う
に
や
。
学
問
せ
ば
、
い
よ
い
よ

如
来

に
ょ
ら
い

の
御
本
意
を
し
り
、
悲
願
の
広

大
の
む
ね
を
も
存
知

ぞ

ん

じ

し
て
、
い
や
し

か
ら
ん
身
に
て
往
生
は
い
か
が
、
な

ん
ど
と
あ
や
ぶ
ま
ん
ひ
と
に
も
、
本

願
に
は
善
悪
浄
穢

じ
ょ
う
え

な
き
お
も
む
き
を

も
、
と
き
き
か
せ
ら
れ
そ
う
ら
わ
ば

こ
そ
、
学
生

が
く
し
ょ
う

の
か
い
に
て
も
そ
う
ら

わ
め
。
た
ま
た
ま
、
な
に
ご
こ
ろ
も

な
く
、
本
願
に
相
応
し
て
念
仏
す
る

ひ
と
を
も
、
学
文
し
て
こ
そ
な
ん
ど

と
い
い
お
ど
さ
る
る
こ
と
、
法ほ

う

の

魔
障

ま
し
ょ
う

な
り
。
仏
の
怨
敵

お
ん
て
き

な
り
。
み
ず

か
ら
他
力
の
信
心
か
く
る
の
み
な
ら

ず
、
あ
や
ま
っ
て
、
他
を
ま
よ
わ
さ

ん
と
す
。
つ
つ
し
ん
で
お
そ
る
べ
し
、

先
師
の
御
こ
こ
ろ
に
そ
む
く
こ
と
を
。

か
ね
て
あ
わ
れ
む
べ
し
、
弥
陀

み

だ

の
本

願
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
と
云
々

（
真
宗
聖
典
六
三
二
頁
）

仏
さ
ま
が
さ
と
り
の
世
界
か
ら
説

い
て
下
さ
っ
た
か
ら
と
云
っ
て
全
部

そ
の
通
り
だ
と
、
有
難
い
と
云
っ
て

受
け
取
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

謗
る
人
が
無
く
な
っ
て
仏
説
ま
こ

と
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
謗
る
人

が
あ
る
こ
と
に
お
い
て
仏
が
説
か
れ

た
念
仏
往
生
の
説
と
い
う
も
の
は
ま

こ
と
で
あ
る
と
分
か
ら
せ
て
も
ら
え

る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
逆
説
的
で
あ

り
、
我
々
の
常
識
を
突
き
、
常
識
を

破
っ
て
い
る
。

『
浄
土
論
註
』
を
見
る
と
仏
法
の

真
実
の
言
葉
は
常
人
に
は
入
ら
な
い

と
書
い
て
あ
る
。
常
識
を
超
え
た
言

葉
で
す
。
非
常
識
で
は
な
く
、
超
常

識
の
言
葉
で
す
。
で
す
か
ら
、
普
通
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十
月
二
十
五
日（
日
）十
一
時
　
厳
修
　
詳
細
は
三
頁 

盂蘭盆会法要

の
人
の
耳
に
は
入
ら
な
い
と
曇
鸞
の

『
浄
土
論
註
』
に
は
書
い
て
あ
る
。
謗

る
人
が
い
る
か
ら
仏
説
が
ま
こ
と
で

あ
る
と
い
う
の
が
分
か
る
の
だ
と
、

こ
う
い
う
こ
と
は
常
識
で
は
考
え
ら

れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
唯
円
大
徳
は

堂
々
と
云
っ
て
い
る
。
親
鸞
聖
人
の

仰
せ
と
し
て
記
憶
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
単
に
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
と
い

う
の
で
は
な
く
、
親
鸞
聖
人
の
ご
領

解
を
こ
こ
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
わ
け

で
す
か
ら
、
親
鸞
聖
人
の
お
言
葉
と

同
時
に
唯
円
大
徳
の
お
言
葉
で
も
あ

る
わ
け
で
す
。

「
信
謗
と
も
に
あ
る
べ
き
」
と
い

う
、
信
ず
る
人
も
い
れ
ば
、
謗
る
人

も
あ
る
。
謗
る
人
を
一
所
懸
命
無
く

し
て
い
こ
う
と
望
ん
で
は
な
ら
な
い
。

ご
縁
が
あ
っ
て
、
信
ぜ
さ
せ
て
い
た

だ
く
の
で
あ
る
。

（
当
寺
ご
法
話
抜
粋
要
約
、
文
責
副
住

職
　
釈
徹
照
）



真
の
依
り
処 

真
の
依
り

真
の
依
り
処 

何
故
仏
教
が
日
本
に
受
け
入
れ
ら
れ

た
の
か
。
と
い
う
素
朴
な
疑
問
が
こ
の

と
こ
ろ
私
の
胸
に
去
来
す
る
。

お
釈
迦
様
が
お
悟
り
に
な
ら
れ
、
イ

ン
ド
、
中
国
、
朝
鮮
、
日
本
へ
と
仏
教

が
伝
来
し
た
。
そ
し
て
、
今
日
、
こ
の

私
の
と
こ
ろ
ま
で
南
無
阿
弥
陀
仏
と
し

て
至
り
届
い
て
下
さ
っ
た
。
そ
の
至
り

届
い
た
南
無
阿
弥
陀
仏
が
真ま

こ
と

と
し
て
こ

の
私
を
し
て
歩
み
し
め
て
下
さ
る
。

そ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
る
の

か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
今
回
は
考
え

て
み
た
い
と
思
っ
た
こ
と
で
す
。

ま
ず
第
一
に
思
っ
た
こ
と
は
、
何
故

仏
教
と
い
う
大
き
な
教
え
を
日
本
人
が

受
け
入
れ
る
こ
と
が
出
来
た
の
か
、
と

い
う
問
い
か
ら
紐
解
い
て
み
よ
う
と
思

う
。単

純
な
発
想
で
す
が
、
一
つ
の
ヒ
ン

ト
は
、
大
き
な
盛
る
も
の
は
、
大
き
な

受
け
皿
で
な
い
と
盛
れ
な
い
、
と
い
う

事
実
で
す
。
大
き
な
盛
る
も
の
が
小
さ

な
受
け
皿
で
は
溢
れ
て
こ
ぼ
れ
て
し
ま

う
も
の
で
す
。
と
す
る
な
ら
ば
、
仏
教

を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
出
来
た
日
本
人

の
精
神
世
界
が
大
き
か
っ
た
と
考
え
る

こ
と
が
出
来
ま
す
。

そ
の
精
神
世
界
を
表
わ
し
、
伝
え
て

来
た
も
の
は
「
言
葉
」
に
象
徴
さ
れ
る

で
し
ょ
う
。
日
本
に
は
古
来
よ
り
「
言こ

と

霊だ
ま

」
と
し
て
、
言
葉
に
は
不
思
議
な
力

が
宿
っ
て
い
る
と
感
じ
る
デ
リ
カ
シ
ー

な
感
受
性
を
日
本
人
は
D
・
N
・
A
の

中
に
持
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

日
本
人
の
言
葉
と
し
て
日
常
当
然
と

し
て
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
に
実
は
大
き

な
精
神
世
界
を
既
に
感
じ
伝
え
て
い
る

と
感
じ
る
の
で
す
。

そ
の
一
つ
が
「
有あ

り
難が

た

い
」
で
す
。

本
来
無
い
も
の
が
、
今
、
こ
う
し
て
有あ

る

と
い
う
驚
き
の
感
受
性
で
す
。
英
語
の

「
サ
ン
キ
ュ
ー
」
と
い
う
感
謝
を
意
味
す
る

言
葉
の
響
き
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
よ
り
奥
深
い

と
感
じ
る
の
は
私
だ
け
で
あ
り
ま
し
ょ
う

か
。こ
の
感
受
性
の
言
葉
に
「
あ
る
が
ま

ま
」
を
受
容
す
る
感
性
が
用は

た
ら

い
て
い
る
と

思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
全
受
容
の
感
性
の

表
現
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
感
性
が
大
乗
仏
教
の
神し

ん

髄ず
い

の
言

葉
の
表
現
で
あ
る
「
諸し

ょ

法ほ
う

実じ
つ

相そ
う

」
を
理

解
し
得
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

す
。
親
鸞
聖
人
も
日
本
は
「
大だ

い

乗じ
ょ
う

相そ
う

応お
う

の
地ち

」
で
あ
る
と
表
白
し
て
お
ら
れ

ま
す
。
大
き
な
大
乗
仏
教
の
教
え
を
、

ス
ー
ッ
と
受
け
入
れ
る
土
壌
（
土ど

徳と
く

）

が
既
に
あ
っ
た
と
感
じ
ら
れ
ま
す
。

次
に
古
語
と
し
て
あ
る
日
本
人
の
感

性
に
「
物も

の

の
哀あ

わ

れ
」
が
あ
り
ま
す
。
こ

の
感
受
性
こ
そ
仏
教
の
「
諸
行
無
常

し
ょ
ぎ
ょ
う
む
じ
ょ
う

」

と
一
致
し
ま
す
。
広
辞
苑
を
引
く
と
、

『「
も
の
」
す
な
わ
ち
対
象
客
観
と
、

「
あ
わ
れ
」
す
な
わ
ち
感
情
主
観
の
一

致
す
る
所
に
生
ず
る
調
和
的
情
趣
の
世

界
』
と
あ
り
ま
す
。
ま
さ
に
大
和
心

や
ま
と
ご
こ
ろ

と

仏
教
の
大
い
な
る
悟
り
の
表
現
が
一
致

い
た
し
ま
す
。

次
に
仏
教
の
空く

う

の
悟
り
を
表
現
す
る

言
葉
に
「
縁
起

え
ん
ぎ

の
法ほ

う

」
が
説
か
れ
ま
す
。

お
釈
迦
様
の
初し

ょ

転て
ん

法ぼ
う

輪り
ん

よ
り
お
悟
り
の

内
容
を
「
縁
起

え
ん
ぎ

」（
十

じ
ゅ
う

二に

因い
ん

縁ね
ん

）
と
し

て
説
い
て
下
さ
い
ま
し
た
。「
す
べ
て

の
も
の
ご
と
は
縁え

ん

に
よ
っ
て
起お

こ
る
」

と
い
わ
れ
、
お
釈
迦
様
は
「
縁え

ん

の
発
見

者
」
と
も
い
わ
れ
る
根
本
的
道
理
の
表

現
で
す
。
私
が
推
測
す
れ
ば
、
仏
教
の

縁え
ん

を
「
え
に
し
」
と
呼
称
し
て
来
た
日

本
人
が
お
り
、
古
来
よ
り
古
語
と
し
、

大
和
言
葉
と
し
て
「
え
に
し
」
と
呼
ば

れ
て
来
た
言
葉
の
伝
承
が
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
故
え
に
、

南
無
阿
弥
陀
仏
と
言
葉
と
な
っ
た
仏
ほ
と
け

も

平成21年10月5日（2）第45号 や　す　ら　ぎ

す
べ
て
の
自
力
は
、他
力
に

さ
さ
え
ら
れ
て
あ
っ
た
ん
だ 

鈴
木
　
章
子 

（『
還
る
と
こ
ろ
は
み
な
ひ
と
つ
』） 

『
業ご

う

』、
世
間
で
は
わ
ざ
わ
い
転

じ
て
福
と
な
る
な
ど
と
耳
に
し
ま

す
。
こ
の
業
と
い
う
こ
と
ば
を
私
は

佛
法
に
出
遇
わ
し
て
頂
く
ま
で
、
恥

ず
か
し
い
か
な
愚
か
者
で
す
の
で
ま

る
で
き
た
な
い
も
の
、
い
や
な
も
の

と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
聴
聞
さ
せ

て
い
た
だ
き
初
め
ま
し
た
ら
、
こ
の

業
を
も
つ
自
分
を
い
と
お
し
く
感
じ

又
大
切
な
い
の
ち
『
身
』
で
あ
る
と

深
く
感
動
さ
せ
ら
れ
ま
し
て
誠
に
あ

り
が
た
く
思
い
ま
し
た
。
こ
の
業
は

阿
弥
陀
様
よ
り
お
あ
ず
か
り
さ
せ
て

頂
い
て
い
る
の
で
す
も
の
。
毎
日
業

に
う
ま
れ
業
に
暮
れ
て
い
る
の
で

す
。
私
の
友
人
が
あ
る
こ
と
で
困
っ

て
い
る
と
い
い
ま
す
の
で
、
業
と
は

境
遇
と
同
じ
で
そ
の
人
を
と
り
ま
く

す
べ
て
の
関
係
や
、
め
ぐ
り
あ
わ
せ

の
こ
と
、
誰
れ
も
が
通
ら
な
く
て
は

な
ら
な
い
大
切
な
い
の
ち
で
あ
る
こ

と
が
解
っ
て
く
れ
ま
し
て
二
人
で
歓

喜
し
あ
い
ま
し
た
。

岡
田
ノ
リ
子

理
解
し
、
受
容
出
来
た
も
の
と
い
い
た

い
の
で
す
。
南
無
阿
弥
陀
仏
、
合
掌
。
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【
報
恩
講
は
宗
祖
、
親
鸞
聖
人
の
ご
恩

徳
に
報
謝
し
、
い
の
ち
の
道
理
を
深
く

尋
ね
る
法
要
で
、
一
年
の
中
で
最
も
大

切
な
仏
事
で
す
。
真
宗
門
徒
と
し
て
必

ず
勤
め
る
法
要
で
あ
り
、
光
照
寺
の
今

年
度
最
後
の
大
き
い
法
要
で
す
の
で
是

非
と
も
ご
参
詣
下
さ
い
。
今
年
も
櫟
暁

先
生
を
お
迎
え
し
て
厳
修
致
し
ま
す
。】

時
は
国
民
の
圧
倒
的
支
持
と
期
待
に

よ
り
、
自
民
党
政
権
か
ら
民
主
党
政
権

へ
と
移
り
変
わ
っ
た
。
民
主
党
に
お
い

て
は
こ
れ
か

ら
国
民
の
厳

し
い
視
線
に

さ
ら
さ
れ
な

が
ら
実
行
力

を
発
揮
し
な

け
れ
ば
な
ら

な
い
。
す
べ

て
の
公
約
が

実
現
さ
れ
る

と
は
思
わ
な

い
け
れ
ど

も
、
ひ
と
つ

で
も
民
主
党
に
変
わ
っ
て
よ
か
っ
た
と

い
う
こ
と
が
国
民
に
伝
わ
ら
な
け
れ
ば

瞬
く
間
に
転
落
の
途
を
辿
る
と
い
う
こ

と
が
想
像
さ
れ
ま
す
。

政
治
の
世
界
だ
け
の
話
で
は
な
く
、

我
々
の
日
常
生
活
に
お
い
て
、
好
条
件

が
整
う
と
よ
か
っ
た
と
思
い
、
悪
条
件

に
さ
ら
さ
れ
る
と
落
ち
込
む
と
い
う
こ

と
が
多
々
あ
り
ま
す
。

昨
年
の
櫟
先
生
の
ご
法
話
で
『
教
行

信
証
』
総
序
の
「
円
融
至
徳
の
嘉
号
は
、

悪
を
転
じ
て
徳
を
成
す
正
智
」
と
い
う

ご
文
を
挙
げ
て
「
本
願
力
の
自
然
に
よ

っ
て
悪
が
転
じ
て
徳
と
成
る
世
界
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
が
真
実
の
教

え
。
そ
れ
を
会
得
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ

と
が
信
心
獲
得
と
い
う
こ
と
で
す
。」

と
、「
転
悪
成
徳
」
と
い
う
こ
と
を
お

話
さ
れ
て
い
ま
す
。

ひと 

くち 

羅漢：阿弥陀
あ み だ

様
さま

のお心
こころ

はどういう
ものか。
「すなわち摂

せっ

取
しゅ

不
ふ

捨
しゃ

の利
り

益
やく

にあず
けしめたまうなり。」第一章

衆
しゅ

生
じょう

のわれらを一人
ひ と り

ももらさず仏
ぶつ

と
なさしめてお救

すく

い下さるお心です。
川越喜多院の五百羅漢

報 

恩 

講 

報 

恩 

講 

報 

恩 
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盂蘭盆会法要

報 恩 講 
・10月25日（日） 
　　午前11時～3時まで 
　　（10時30分受付） 
・日中法要厳修 
・お斉（お食事） 
・法話　櫟暁師 
　　　（元教学研究所所長、 
　　　　法泉寺前住職） 
・講題　真実の宗教 
　　－私にとって報恩とは－ 
・場所　光照寺本堂 
※準備の都合上、出席の際はお寺にご連
絡下さい。 

我
々
は
、
善
悪
の
二
対
項
で
物
事
を

分
別
し
ま
す
が
、
現
実
は
割
り
切
れ
な

い
問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。「
転
悪
成
徳
」

と
い
う
智
慧
の
眼
が
な
け
れ
ば
苦
悩
か

ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ど
う
し
た
ら
、
転
じ
ら
れ
苦
悩
か
ら

解
放
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
い
が
起
こ

っ
て
き
ま
す
が
、「
煩
悩
具
足
の
凡
夫
、

火
宅
無
常
の
世
界
は
、よ
ろ
ず
の
こ
と
、

み
な
も
っ
て
、
そ
ら
ご
と
た
わ
ご
と
、

ま
こ
と
あ
る
こ
と
な
き
に
、
た
だ
念
仏

の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
わ
し
ま
す
」
と

い
う
世
界
に
遇
う
し
か
な
い
と
思
い
ま

す
。
具
体
的
に
は
そ
う
い
う
世
界
を
生

き
て
い
る
師
に
遇
う
し
か
な
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

ご
家
族
、
縁
者
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、

ご
参
詣
下
さ
い
。お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

副
住
職
（
釈
徹
照
）
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敬
弔

・
田
中
徳
子
様
（
聞
法
者
）（
平
成
二
一

年
三
月
十
六
日
命
終

九
一
歳
）

・
布
施
毅
夫
様
（
前
世
話
人
、
前
護
持

会
副
会
長
）、（
平
成
二
一
年
六
月
二

八
日
命
終

七
八
歳
）

当
寺
に
ご
尽
力
頂
い
た
お
二
人
が

浄
土
へ
還
帰
さ
れ
ま
し
た
。
生
前
の

ご
功
労
を
偲
び
、
念
仏
合
掌
し
て
哀

悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

法
要
の
ご
案
内

報
恩
講

十
月
二
十
五
日
（
日
）
午
前
十
一
時
よ
り

厳
修
。

修
正
会

平
成
二
二
年
一
月
一
日
元
旦
、
午
後
一

時
よ
り
厳
修
。
新
年
を
阿
弥
陀
如
来
の

ご
尊
前
よ
り
出
発
致
し
ま
し
ょ
う
。

聞
法
会
の
お
知
ら
せ

親
鸞
聖
人
の
み
教
え
に
聞
く
会

毎
月
開
催
。
午
後
一
時
半
〜
四
時
半
ま

で
。
講
師
は
櫟
暁
先
生
。
和
讃
を
学
ん

で
い
ま
す
。
日
程
は
当
寺
に
お
尋
ね
下

さ
い
。（
※
十
月
は
報
恩
講
で
す
）

大
経
の
会

十
月
十
三
日
（
火
）、
十
一
月
八
日
（
日
）、

十
二
月
十
九
日
（
土
）
午
前
十
時
〜
午

後
三
時
ま
で
。
細
川
巌
著
正
信
偈
讃
仰

を
学
ん
で
い
ま
す
。
講
師
は
佐
々
木
師

と
住
職
の
担
当
月
別
。
お
弁
当
持
参
し

て
下
さ
い
。

我
聞
の
会

十
月
二
十
八
日
（
水
）、
十
一
月
二
十
日

（
金
）、
十
二
月
八
日
（
火
）
午
後
二
時

〜
四
時
ま
で
。
講
師
は
住
職
。

微
風
学
舎

毎
月
開
催
。
午
後
七
時
〜
九
時
ま
で
。

講
師
は
副
住
職
。「
顕
浄
土
」
の
教
学
を

学
ん
で
い
ま
す
。
日
程
は
寺
に
お
尋
ね

下
さ
い
。

さ
い
た
ま
親
鸞
講
座

午
後
二
時
〜
四
時
ま
で
。
会
場
は
大
宮

川
鍋
ビ
ル
。
十
月
十
七
日
（
土
）、
十
二

月
十
二
日
（
土
）、
平
成
二
二
年
二
月
十

三
日
（
土
）。

真
宗
の
つ
ど
い

十
月
十
四
日
（
水
）、
十
二
月
二
十
三
日

（
水
）。
会
場
は
埼
玉
県
内
の
寺
院
。
ご

参
加
の
際
は
お
寺
に
ご
連
絡
下
さ
い
。

『
法
然
と
親
鸞
』
の
公
演
が
十
一
月
十

五
日
〜
十
二
月
十
五
ま
で
、
青
山
劇

場
（
渋
谷
）
で
行
わ
れ
ま
す
。
詳
細

は
当
寺
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

お
願
い

ご
自
宅
で
法
事
の
際
は
駐
車
場
を
ご
用

意
下
さ
い
。
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

�
沢
　
光
昭

ご
先
祖
に
少
し
多
め
の
夏
料
理

意
地
張
り
て
小
さ
き
虫
の
強
き
脚

西
木
　
順
子

山
人
は
「
の
ぼ
る
」
と
い
う
名
夏
の
霧

萩
の
花
手
に
小
さ
く
て
明
治
の
本

陽
が
さ
し
て
あ
ち
ら
と
こ
ち
ら
草
の
種
子

花
岡
　
　
要

い
と
涼
し
床
屋
が
え
り
の
青
田
か
な

炎
熱
に
ひ
る
ま
ぬ
松
葉
牡
丹
か
な

釈
　
　
義
深

大
勢
で
裁
判
い
ぢ
め
地
獄
絵
図

経
を
読
む
口
か
ら
邪
劍
飛
ん
で
来
る

現
世
で
も
二
河
白
道
は
現
れ
る

赤
秀
　
品
枝

集
中
豪
雨
名
も
な
き
川
の
反
乱
に
自
然

の
い
か
り
な
す
す
べ
も
な
く

腰
痛
に
悩
む
婆
々

ば
ー
ば

に
夏
風
邪
の
ふ
た
り

の
孫
は
だ
っ
こ
を
せ
が
む

篠
原
　
潤
子

琥
珀

こ
は
く

色
光
か
が
や
く
ワ
ン
コ
の
目
純
粋

な
ま
ま
た
だ
あ
る
が
ま
ま

何
想
う
二
才
の
仔
犬
鼻
先
を
ゲ
ー
ジ
の

す
き
間
に
チ
ョ
ッ
と
出
し
て

言
い
合
い
の
口
調
を
聞
い
て
ス
ゴ
ス
ゴ

と
立
ち
去
る
仔
犬
空
気
よ
ん
で
る

月
の
無
い
夜
空
に
向
か
い
何
想
う
つ
ぶ

ら
な
瞳
を
仔
犬
は
う
る
ま
せ

洗
濯
屋
バ
ス
停
ス
ー
パ
ー
病
院
郵
便
局

が
近
い
幸
せ

ジ
ャ
バ
ジ
ャ
バ
心
が
荒
れ
る
こ
ん
な
夜よ

は
ボ
タ
ン
は
り
糸
針
箱
を
か
た
す

―
寺
務
所
よ
り
― 

憂
い
を
お
び
た
少
年
の
よ
う
な
ま

な
ざ
し
で
人
気
の
奈
良
興
福
寺
の
阿

修
羅
像
（
国
宝
）
は
、
原
型
の
粘
土

像
で
は
も
っ
と
険
し
い
表
情
を
し
て

い
た
こ
と
が
、
九
州
国
立
博
物
館
な

ど
に
よ
る
初
の
Ｘ
線
Ｃ
Ｔ
ス
キ
ャ
ン

調
査
で
判
明
、
原
型
像
の
正
面
の
顔

は
細
面
で
目
は
き
つ
く
つ
り
上
り
、

完
成
像
の
ふ
っ
く
ら
と
し
た
顔
や

「
涙
目
」
と
い
わ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
と

異
な
っ
て
い
た
。
興
福
寺
国
宝
館
の

金
子
啓
明
館
長
は
「
像
の
細
か
い
整

形
は
も
と
も
と
漆
に
木
く
づ
を
混
ぜ

た
も
の
」
を
表
面
に
塗
り
重
ね
て
お

こ
な
っ
て
い
る
の
で
「
計
画
を
変
更

し
て
穏
や
か
な
表
情
に
し
た
の
か
ど

う
か
は
、
判
断
で
き
な
い
」
と
話
し

て
い
る
。
と
い
う
新
聞
記
事
を
読
ん

で
、
こ
れ
は
仏
師
（
作
者
）
の
心
の

変
化
の
現
わ
れ
、
で
は
な
い
か
？

一
二
七
五
年
も
過
ぎ
て
判
明
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
心
の
変
化

に
作
者
自
身
も
気
づ
い
て
い
な
か

っ
た
か
も
知
れ
な
い
等
と
楽
し
い

空
想
を
し
て
い
る
倖
せ
な
自
分
を

発
見
し
た
。
合
掌
。

釋
尼
民
徳 花岡　要　画


