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詳
細
は
三
頁

詳
細
は
三
頁

詳
細
は
四
頁

三
月
二
十
一
日（
水
）午
後
一
時
三
十
分
厳
修

「
歎
異
抄
」
後
序

続
き

お
ん
み

さ
れ
ば
、
か
た
じ
け
な
く
、
わ
が
御
身

に
ひ
き
か
け
て
、
わ
れ
ら
が
、
身
の
罪

悪
の
ふ
か
き
ほ
ど
を
も
し
ら
ず
、
如
来

の
御
恩
の
た
か
き
こ
と
を
も
し
ら
ず
し

て
ま
よ
え
る
を
、
お
も
い
し
ら
せ
ん
が

た
め
に
て
そ
う
ら
い
け
り
。

（
真
宗
聖
典
六
四
十
頁
）

ご
じ
ゅ
っ
か
い

親
鸞
聖
人
の
つ
ね
の
御
述
懐
は
善

導
大
師
の
金
言
に
す
こ
し
も
た
が
わ
ず

と
唯
円
大
徳
は
受
け
と
め
た
。「
さ
れ

ば
、
か
た
じ
け
な
く
、
わ
が
御
身
に
ひ

き
か
け
て
」
と
、
親
鸞
聖
人
は
自
分
の

こ
と
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す

が
、ほ
か
で
も
な
い
私
た
ち
弟
子
達
が
、

身
の
罪
悪
の
深
き
ほ
ど
も
知
ら
ず
、
罪

悪
性
と
い
う
も
の
に
気
が
つ
か
な
い
で

暮
ら
し
て
い
る
。
親
鸞
聖
人
は
ご
自
分

の
こ
と
と
し
て
頂
い
て
お
ら
れ
、
聞
い

た
唯
円
大
徳
は
、
こ
れ
は
善
導
大
師
の

金
言
と
少
し
も
変
わ
ら
な
い
。
こ
れ
は

ほ
か
で
も
な
い
、
親
鸞
聖
人
が
我
が
身

に
ひ
き
か
け
て
自
分
の
こ
と
と
し
て
お

し
ゃ
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
弟

子
が
聖
人
の
教
え
を
深
く
聞
か
な
い

で
、
自
分
の
罪
深
く
罪
悪
深
重
も
知
ら

ず
、
如
来
の
御
恩
の
深
い
こ
と
も
知
ら

ず
し
て
、
自
分
の
分
別
だ
け
で
迷
っ
て

い
る
こ
と
を
知
ら
せ
ん
が
た
め
で
あ

る
、
と
、
聖
人
が
亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
、

唯
円
大
徳
が
あ
ら
た
め
て
深
い
意
味
を

感
じ
て
お
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、『
歎
異
抄
』
と
い
う
の
は
、

親
鸞
聖
人
と
異
な
る
生
活
を
し
て
、
自

ら
の
分
別
心
で
善
悪
を
た
て
て
、
本
願

を
疑
う
、
深
く
信
じ
な
い
、
そ
う
い
う

弟
子
の
あ
り
か
た
と
い
う
も
の
を
自
分

に
引
き
受
け
て
、批
判
す
る
わ
け
で
す
。

そ
の
批
判
は
、
た
だ
理
性
的
批
判
で
は

な
く
て
、
信
心
の
上
で
親
鸞
聖
人
の
お

言
葉
に
照
ら
さ
れ
て
、
自
分
自
身
の
愚

か
な
と
こ
ろ
を
深
く
あ
ら
わ
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
自
分
と
同
じ
よ
う
に
教

え
を
聞
い
た
弟
子
が
間
違
っ
た
こ
と
を

云
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
。
そ
う

い
う
書
物
で
す
。
異
を
歎
ず
る
と
い
う

の
は
、
単
な
る
批
判
書
で
は
な
く
、
弟

子
の
異
を
歎
く
。
自
ら
の
こ
と
と
し
て

歎
く
。
そ
う
い
う
主
旨
を
も
っ
て
書
か

れ
て
い
る
。
そ
の
書
物
を
結
ぶ
に
あ
た

っ
て
親
鸞
聖
人
の
つ
ね
の
お
お
せ
と
い

う
も
の
が
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
私
は
深
く
考
え
て
い
か
な
く
て
は

い
け
な
い
と
思
っ
て
い
る
次
第
で
す
。

（
当
寺
ご
法
話
抜
粋
要
約
、文
責
副
住
職

釈
徹
照
）
次
回
へ
続
く

報恩講講師 田代俊孝先生 報恩講お斎

（
第
五
十
二
回
）
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真
の
依
り

真
の
依
り
処

真
の
依
り

真
の
依
り
処

昨
年
の
暮
の
「
紅
白
歌
合
戦
」
の
歌

手
達
の
歌
詞
を
テ
レ
ビ
の
画
面
の
下
の

字
幕
を
追
っ
て
感
じ
た
こ
と
を
、
新
年

し
ゅ
し
ょ
う
え

元
旦
の
修
正
会
に
於
い
て
話
し
た
こ

と
で
あ
り
ま
す
が
、
多
く
共
通
す
る
こ

と
は
、
不
安
、
悲
し
み
、
苦
し
み
の
現

実
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
未
来
へ
進
み
行

こ
う
と
叫
ん
で
い
る
様
に
感
じ
た
こ
と

で
あ
り
ま
し
た
。
老
い
も
若
き
も
現
実

に
不
安
を
感
じ
て
、
そ
こ
か
ら
未
来
こ

そ
明
る
く
あ
っ
て
欲
し
い
と
願
っ
て
歩

み
出
し
て
行
こ
う
と
、
自
分
に
も
、
他

に
も
鼓
舞
し
絶
唱
し
て
い
る
ト
ー
ン
で

し
ょ
う
。

「
過
去
も
悪
く
、
現
在
も
悪
く
、
未

た
い
か
ん

来
も
悪
い
。」
と
い
う
諦
観
さ
れ
た
言

葉
を
遺
し
て
お
ら
れ
る
方
も
い
ま
す
。

こ
の
言
葉
こ
そ
絶
望
の
諦
観
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。
未
来
は
明
る
い
と
い
う
幻
想

で
歩
む
人
類
で
あ
れ
ば
、
い
つ
し
か
絶

望
の
淵
に
立
た
さ
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
問
題
は
、「
滅
び
て
も
滅
び
な
い

も
の
」
と
は
何
に
か
の
問
い
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。

し
ょ
ぎ
ょ
う
む
じ
ょ
う

さ
ん

お
釈
迦
様
は
「
諸
行
無
常
」
と
三

ぽ
う
い
ん

法
印
の
一
つ
と
し
て
示
さ
れ
て
お
ら
れ

せ
つ
せ
ん
ど
う
じ

ら
せ
つ

ま
す
。
有
名
な
雪
山
童
子
と
羅
刹
の
逸

ね
は
ん
き
ょ
う

話
が
「
涅
槃
経
」
に
あ
り
ま
す
。
そ

げ
も
ん

し
ょ
ぎ
ょ
う
む
じ
ょ
う

ぜ
し
ょ
う
め
つ

の
偈
文
は
、「
諸
行
無
常

是
生
滅

ぽ
う

し
ょ
う
め
つ
め
つ
い

じ
ゃ
く
め
つ
い
ら
く

法

生
滅
滅
已

寂
滅
為
楽
」
で
あ

り
ま
す
。
絶
望
の
淵
を
超
え
た
世
界
の

発
見
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
世
界
の

発
見
の
歴
史
が
お
釈
迦
様
か
ら
、
イ
ン

ド
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
り
、
中
国
、

朝
鮮
、
日
本
と
仏
法
は
伝
え
ら
れ
、
真

宗
七
百
五
十
年
、
こ
の
私
の
と
こ
ろ
ま

し
ょ
う

で
届
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
生

め
つ

む
じ
ょ
う

滅
す
る
無
常
の
世
界
を
超
え
る
永
遠

ほ
う

き
ょ
う
し
ゅ
し
ゃ

の
法
の
発
見
こ
そ
、
人
類
の
教
主
釈

か
に
ょ
ら
い

ふ
め
つ

ほ
う

迦
如
来
で
す
。
こ
の
永
遠
の
不
滅
の
法

ぐ
ど
う
し
ゃ

を
求
め
た
億
々
の
求
道
者
が
到
達
し
、

そ
し
て
、
又
、
命
懸
け
で
伝
え
て
下
さ

っ
た
の
が
仏
道
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ

と
を
一
言
で
云
え
ば
、「
死
ん
だ
ら
終

り
で
は
な
い
。」
世
界
の
発
見
で
す
。

そ

が
り
ょ
う
じ
ん

曽
我
量
深
師
は
、「
お
釈
迦
様
が
悟

ら
れ
た
背
景
が
南
無
阿
弥
陀
佛
、
お
釈

迦
様
が
説
か
れ
た
法
が
南
無
阿
弥
陀

佛
。」
と
端
的
に
示
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
と
は

何
に
か
。
中
国
に
仏
法
が
伝
わ
り
、
イ

ン
ド
の
言
葉
の
音
を
漢
字
で
当
て
て
表

現
し
た
言
葉
で
す
。「
南
無
」
と
は
ナ

モ
の
音
で
最
も
敬
っ
た
尊
敬
の
言
葉
。

「
阿
弥
陀
」
は
ア
ミ
タ
ー
バ
ー
、
ア
ミ

ひ
か
り

タ
ー
ユ
ス
、
の
音
で
限
り
な
き
光
、
限

い
の
ち

ぶ
つ

り
な
き
命
の
言
葉
。「
佛
」
は
ブ
ッ
ダ

ー
の
音
で
目
覚
め
た
る
者
の
言
葉
で

す
。
そ
れ
を
続
け
れ
ば
、「
限
り
な
き

ひ
か
り

い
の
ち

光
、
限
り
な
き
命
に
目
覚
め
た
る
者
に

南
無
し
た
て
ま
つ
る
。」と
な
り
ま
す
。

私
が
「
南
無
」
す
る
前
に
、
大
い
な
る

世
界
か
ら
「
南
無
」
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
、
今
、
気
付
く
世
界
で
す
。
こ
れ
が
、

な

む

な

む

か
ん
の
う
ど
う
こ
う

「
南
無
と
南
無
の
感
応
道
交
。」
と
申

し
ま
す
。
言
葉
を
超
え
た
大
き
な
世
界

か
ら
願
わ
れ
て
い
る
私
達
人
類
で
あ
り

ま
し
た
。
否
、
生
き
と
し
、
生
け
る
も

の
に
願
わ
れ
た
世
界
で
あ
り
ま
し
た
。

東
日
本
大
震
災
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
ソ

ン
グ
の
「
花
は
咲
く
」
の
歌
詞
、「
わ

た
し
は
何
を
残
し
た
だ
ろ
う
。」
か
ら

滅
し
て
も
滅
し
な
い
言
葉
、「
南
無
阿

な

弥
陀
佛
。」
の
六
字
の
み
名
で
す
。
後

世
に
残
す
の
は
こ
の
こ
と
一
つ
で
す
。

人
と
し
て
生
き
る
。
い
の
ち
の
尊
さ

が
見
え
に
く
い
社
会
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら

で
心
が
さ
び
愚
痴
の
声
が
聞
え
て
く

る
。
生
き
る
為
に
一
番
む
づ
か
し
い
人

間
関
係
に
つ
か
れ
自
分
勝
手
な
道
を
選

び
、
又
思
う
よ
う
に
い
か
ず
疲
れ
は
て

る
。ど
う
し
た
ら
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。

ひ
と
つ
一
生
を
何
に
捧
げ
る
か
を
考
え

て
み
て
は
。
人
生
の
晩
年
を
こ
れ
で
良

か
っ
た
と
思
う
も
の
を
み
い
だ
し
て
み

た
い
も
の
で
す
ね
。
世
間
道
を
歩
ん
で

い
ま
す
と
い
つ
の
間
に
か
不
条
理
な
事

に
出
合
い
ま
す
。
そ
ん
な
時
皆
様
な
ら

ど
う
さ
れ
ま
す
か
。
阿
弥
陀
は
世
間
と

は
そ
う
い
う
も
の
だ
と
申
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
は
自
分
が
存
在
す
る
か
ら
だ
と
、

こ
の
存
在
が
一
番
問
題
な
の
で
し
ょ

う
。
南
無
阿
弥
陀
佛
は
人
間
に
と
っ
て

真
実
で
あ
り
こ
の
真
実
の
教
え
に
触
れ

る
と
私
達
は
新
し
い
生
き
方
が
始
ま
り

方
向
が
定
ま
る
と
申
さ
れ
ま
す
。

岡
田
ノ
リ
子

春
に
逢
う
た
ら
花
が
ひ
ら

く
。如
来
に
摂
取
さ
れ
た
ら
、

念
仏
の
華
が
こ
ぼ
れ
咲
く

細
川

巌

（『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
讃
仰
』よ
り
）
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お
彼
岸

お
彼
岸

便
利
で
快
適
で
物
質
的
に
は
満
た
さ

れ
て
あ
る
こ
の
時
代
社
会
で
、
何
も
申

す
こ
と
は
無
い
と
思
う
反
面
、
精
神
的

に
満
た
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
、
反

比
例
し
て
内
面
を
揺
さ
ぶ
る
も
の
が
あ

り
ま
す
。

物
が
無
い
時
代
に
戻
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
し
て
も
、
時
代
社
会
の
ス
ピ
ー

ド
に
人
間
が
つ
い
て
い
け
な
い
、
そ
の

ギ
ャ
ッ
プ
が
重
く
の
し
か
か
っ
て
き
て

い
る
よ
う
に
も
思
わ
さ
れ
ま
す
。

問
題
は
こ
の
時
代
社
会
に
生
ま
れ
、

現
在
を
生
き
る
様
々
な
境
遇
と
い
う
も

の
を
引
き
受
け
て
い
く
根
源
的
意
欲
が

無
い
と
、
不
平
不
満
、
愚
痴
だ
け
で
終

わ
っ
て
し
ま
う
、
空
し
い
人
生
し
か
な

い
の
で
す
が
、
生
き
る
勇
気
、
励
ま
し

を
照
ら
し
て
下
さ
っ
て
い
る
の
は
「
如

ま
ご
こ
ろ

来
の
真
心
」
と
感
ず
る
の
は
、
合
理
的

科
学
的
思
考
で
は
な
く
、
理
知
分
別
を

ど
こ
ま
で
も
破
っ
て
大
き
な
世
界
へ
導

い
て
下
さ
る
お
心
。
阿
弥
陀
の
本
願
で

す
よ
と
い
う
声
を
ど
こ
ま
で
聞
け
る
か

に
か
か
っ
て
い
ま
す
。

誰
も
が
空
し
く
な
い
人
生
を
歩
み
た

い
と
思
っ
て
頑
張
っ
て
生
き
て
い
ま

す
。
毎
日
が
か
け
が
え
の
な
い
貴
重
な

一
日
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
あ
え
る
の

は
、
手
が
合
わ
さ
る
生
活
が
あ
る
か
ど

う
か
。

お
彼
岸
を
通
し
て
本
当
に
手
が
合
わ

さ
る
こ
と
を
み
つ
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

亡
き
人
を
偲
び
つ
つ
ご
一
緒
に
お
念

仏
し
ま
し
ょ
う
。

副
住
職（
釈
徹
照
）

子
供
会
「
ポ
ニ
ー
ク
ラ
ブ
」

子
供
報
恩
講

坊
守

池
田

邦
子

十
二
月
二
十
五
日（
月
）ま
た
た
く
間

に
一
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
今

日
、
大
人
九
名
、
小
人
六
名
の
出
席
を

得
て
子
供
報
恩
講
を
に
ぎ
や
か
に
迎
え

る
事
が
出
来
ま
し
た
。
陽
子
さ
ん
導
師

に
続
き
、
発
声
の
パ
ー
ツ
を
大
人
、
子

供
に
荷
負
っ
て
頂
き
勤
行
が
勤
ま
り

ま
し
た
。今
回
恵
美
さ
ん
の
知
人
で
、

譲
原
さ
ん
と
云
う
方
の
サ
ン
シ
ン
演

奏
ひ
き
が
た
り
を
聞
か
せ
て
頂
き
ま

し
た
。沖
縄
民
謡
と
云
わ
れ
る
の
か
、

何
か
心
踊
り
反
面
、
さ
び
し
さ
、
あ

わ
れ
さ
を
感
じ
る
事
で
し
た
。
三
輪

さ
ん
に
は
、
住
職
の
提
案
で
寺
岡
一

と

き

途
先
生
の「
永
遠
を
つ
ら
ぬ
く
も
の
」

の
一
節
を
読
み
聞
か
せ
て
頂
き
ま
し

た
。
又
、
報
恩
講
の
い
わ
れ
、
紙
芝
居

と
皆
熱
心
に
食
い
入
る
様
に
聞
い
て
ま

し
た
。
お
斉
に
は
シ
チ
ュ
ー
、
白
玉
ダ

ン
ゴ
を
小
さ
い
手
を
真
白
く
し
て
楽
し

そ
う
に
手
伝
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
又
、

プ
レ
ゼ
ン
ト
交
換
を
し
た
り
、
八
百
屋

さ
ん
の
お
店
に
並
ん
で
る
品
物
の
名

前
、
寿
司
ネ
タ
の
名
前
、
魚
の
名
前
で

盛
り
上
が
り
ま
し
た
。
恩
徳
讃
で
終
了

し
ま
し
た
。
次
回
は
四
月
四
日（
水
）花

ま
つ
り
、
お
出
か
け
下
さ
い
！

ぼんのう ぐ そく ぼん ぶ か たく む

羅漢：煩悩具足の凡夫、火宅無
じょう

常の世界に救いはあるのか。
「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。」後序

「過去・現在・未来の人間世界
には救いはない。念仏の一道の
み救いの道です。」
川越喜多院の五百羅漢

譲原えりか
さん演奏

集合写真

子子
供供
会会
報報
告告

春季
彼岸会法要

・3月21日（水）春分の日
・午後1時30分～3時30分
まで（1時受付）
・光照寺本堂にて
・勤行・法話
※準備の都合上、出席人数をご連絡下さ
い。預骨されている方は率先してお参
り下さい。
ご参詣をお待ちしております。

彼岸参り
・3月18日（日）

～24日（土）の期間
（但し21日は除く）

※ご希望の日にちをお知らせ下さい。時
間につきましてはこちらで調整させて
頂きます。ご自宅か当寺のいずれかで
読経いたします。

白玉作り
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平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
二
日
、
光
照

寺
旅
行
『
親
鸞
聖
人
「
一
切
経
」
校
合
の

足
跡
を
訪
ね
て
』
―
相
模
路
へ
の
日
帰
り

旅
行
―
と
題
し
て
神
奈
川
県
へ
旅
行
し
ま

し
た
。
幹
事
長
谷
口
氏
、
幹
事
淡
海
氏
、

平
山
氏
。
参
加
者
の
方
々
の
感
想
を
お
寄

せ
い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆
様
に
こ
の
紙
面

を
お
借
り
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

（
編
集
長

副
住
職
池
田
孝
三
郎
）

【
旅
程
表
】

光
照
寺
↓
永
勝
寺
（
横
浜
市
戸
塚

区
）
↓（
昼
食
）↓
鎌
倉
大
仏
殿

高
徳
院（
鎌
倉
市
）↓
眞
樂
寺（
小

田
原
市
国
府
津
）
↓
光
照
寺

『
親
鸞
聖
人
「
一
切
経
校
合
」
の
足
跡
を

訪
ね
て
』
日
帰
り
旅
行
を
終
え
て
旅
行
幹

事
は
？

谷

口

正

司

今
年
の
光
照
寺
旅
行
は
、「
へ
ー
ー
ー

っ
」
で
始
ま
っ
て
、「
は
あ
ー
ー
ー
」
で

終
わ
っ
た
旅
行
で
し
た
。

こ
れ
は
、
予
想
し
て
い
た
往
路
の
渋
滞

が
全
然
な
く
始
ま
っ
て
、
全
然
予
想
す
ら

し
て
い
な
か
っ
た
帰
路
の
渋
滞
に
起
因
し

た
た
め
息
で
す
。

今
回
の
旅
は
、
光
照
寺
旅
行
と
し
て
十

年
ぶ
り
く
ら
い
に
日
帰
り
旅
行
を
企
画
し

た
の
で
す
が
、
結
果
と
し
て
は
宿
泊
旅
行

の
方
が
楽
だ
っ
た
か
も
…
…
。

『
親
鸞
聖
人
「
一
切
経
校
合
」
の
足
跡

を
訪
ね
て
』
と
題
し
て
の
相
模
路
は
、
感

慨
深
く
感
じ
た
人
、
疲
れ
た
だ
け
の
人
、

そ
れ
以
外
の
想
い
の
人
、
そ
れ
ぞ
れ
の

色
々
な
感
想
を
抱
か
れ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

私
と
し
て
は
、
旅
程
が
予
定
通
り
に
進

ま
ず
、
永
勝
寺
参
観
以
降
は
や
き
も
き
す

る
事
が
多
く
、
精
神
的
な
疲
れ
を
一
番
感

じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

旅
行
の
参
加
者
数
は
、
当
初
予
定
し
た

人
数
に
は
足
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
朝
早

い
集
合
時
間
に
も
か
か
わ
ら
ず
遅
刻
す
る

人
も
な
く
、
事
前
に
副
住
職
様
が
行
っ
た

集
合
時
間
厳
守
の
ご
案
内
の
た
ま
も
の
と

頭
が
下
が
る
想
い
で
す
。

永
勝
寺
ご
住
職
様
の
お
寺
の
由
来
や
宝

物
に
つ
い
て
の
熱
心
な
説
明
が
あ
り
、
予

定
時
間
を
大
幅
に
超
過
し
て
し
ま
っ
た
こ

と
と
、
光
明
寺
に
向
か
う
渋
滞
も
あ
り
、

予
定
し
て
い
た
光
明
寺
の
拝
観
を
諦
め
ざ

る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。

眞
樂
寺
で
も
ご
住
職
様
の
熱
心
な
説
明

と
、
宝
物
の
拝
観
に
、
こ
ち
ら
も
大
幅
に

予
定
時
間
を
超
過
し
た
こ
と
と
、
帰
路
の

小
田
原
厚
木
道
路
の
想
定
外
渋
滞
と
で
、

光
照
寺
の
予
定
帰
着
時
刻
を
一
・
五
時
間

も
遅
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

い
つ
も
な
ら
、「
旅
行
を
楽
し
ん
で
い

た
だ
け
た
で
し
ょ
う
か
。」
と
書
く
と
こ

ろ
で
す
が
、
今
回
は
、「
ご
住
職
様
・
旅

行
参
加
の
皆
様
、
大
変
お
疲
れ
様
で
し

た
。」
と
だ
け
書
か
ざ
る
を
得
な
い
の
が

残
念
で
す
。

日
帰
り
旅
行
と
観
光
地
の
鎌
倉
、
甘
く

見
る
と
…
…
。（
猛
省
）

こ
れ
に
懲
り
ず
、
来
年
の
光
照
寺
旅
行

に
ご
参
加
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま

す
。

肌
で
感
じ
る
親
鸞
聖
人
の
足
跡

鎌
倉
路

淡

海

雅

子

小
春
日
和
の
休
日
、
鎌
倉
は
想
像
以
上

の
込
み
具
合
で
し
た
。
今
ま
で
の
経
験
値

か
ら
予
想
を
し
て
計
画
を
い
た
し
ま
し
た

が
、
ま
た
し
て
も
予
定
ど
お
り
見
学
が
で

き
ず
旅
行
幹
事
と
し
て
企
画
の
難
し
さ
を

感
じ
ま
し
た
。

さ
て
、
今
回
の
テ
ー
マ
は
「
親
鸞
聖
人

の
一
切
経
校
合
の
足
跡
を
訪
ね
て
」
で
し

た
。
一
切
経
校
合
と
は
ど
う
い
う
事
か
か

ら
始
ま
り
旅
行
の
計
画
に
合
わ
せ
色
々
と

調
べ
る
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
ん

な
中
で
伝
承
さ
れ
た
も
の
に
歴
史
的
な
評

価
を
私
自
身
が
ど
う
捉
え
る
か
を
こ
の
旅

行
の
課
題
と
し
ま
し
た
。
今
回
訪
ね
た
永

勝
寺
、
眞
樂
寺
の
両
寺
様
で
は
親
鸞
聖
人

の
鎌
倉
で
の
様
子
を
物
語
る
色
々
な
お
話

を
伺
う
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
数
々
の
残

さ
れ
た
も
の
が
歴
史
を
語
っ
て
お
り
ま
し

た
。
そ
れ
ら
の
品
々
を
拝
見
し
な
が
ら
親

鸞
聖
人
が
生
き
ら
れ
た
時
代
に
思
い
を
馳

せ
ま
し
た
。
武
田
、
北
条
家
の
権
力
抗
争

の
中
で
鎌
倉
の
置
か
れ
た
特
異
的
な
狭
間

で
そ
の
時
代
を
生
き
ら
れ
真
宗
の
教
え
を

民
衆
に
説
か
れ
た
親
鸞
聖
人
の
御
苦
労
が

偲
ば
れ
ま
し
た
。
同
時
代
に
生
き
た
人
が

今
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

し
、
時
代
の
流
れ
に
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た

出
来
事
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
ま
た
、
残
さ

れ
た
も
の
に
は
人
々
に
よ
っ
て
も
ち
ろ
ん

都
合
よ
く
偽
色
化
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
で

し
ょ
う
。
し
か
し
そ
う
し
た
中
で
親
鸞
聖

人
の
足
跡
が
語
り
継
が
れ
残
さ
れ
て
い
る

と
い
う
事
は
残
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ

た
人
々
の
思
い
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
で

し
ょ
う
。
歴
史
と
い
う
視
点
か
ら
親
鸞
聖

人
の
根
底
に
あ
る
揺
る
が
な
い
も
の
を
伝

え
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
一
大
事
に
触

れ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
合
掌
。

永
勝
寺
・
眞
樂
寺
を
訪
ね
て

平

山

正

三

今
回
は
「
一
切
経
校
合
」
に
参
画
さ
れ

た
親
鸞
聖
人
ゆ
か
り
の
永
勝
寺
・
眞
樂
寺

の
二
カ
寺
を
訪
ね
た
。

最
初
は
、
永
勝
寺
に
伺
い
、
ご
住
職
の

説
明
を
受
け
た
。

元
は
天
台
宗
で
あ
っ
た
が
聖
人
が
関
東

教
化
の
頃
、
帰
依
し
て
真
宗
に
改
宗
し
た

と
の
こ
と
で
あ
り
、
一
二
二
七
年
か
ら
三

四
年
の
七
年
間
の
内
三
年
間
当
寺
に
逗
留

さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
昔
は
甲

斐
武
田
と
の
縁
が
深
く
、
紋
は
武
田
の
家

紋
で
、
北
条
に
攻
め
ら
れ
武
田
を
頼
り
、

江
戸
時
代
に
現
在
の
処
に
戻
っ
た
と
の
こ

と
で
あ
る
。

境
内
に
は
阿
弥
陀
堂
が
あ
り
、
親
鸞
聖

人
自
彫
り
と
伝
え
ら
れ
る
聖
徳
太
子
像
と

阿
弥
陀
如
来
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
。
そ

の
他
、
鎌
倉
幕
府
の
北
条
時
氏
か
ら
聖
人

旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅旅
行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行
記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記
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に
贈
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
木
製
の

「
枕
」
が
あ
り
、
痛
み
が
激
し
い
が
一
部

に
漆
塗
り
の
装
飾
が
施
さ
れ
た
箇
所
が
残

っ
て
い
て
元
は
立
派
な
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
が
窺
え
る
。

ま
た
、
境
内
に
聖
人
が
仏
前
に
供
え
る

た
め
に
自
ら
掘
っ
た
と
伝
わ
る「
保
命
水
」

と
呼
ば
れ
る
井
戸
が
残
っ
て
い
た
。
こ
の

井
戸
は
枯
れ
た
こ
と
が
な
い
と
の
こ
と
で

あ
る
。

次
に
国
府
津
に
あ
る
眞
樂
寺
に
伺
い
、

お
若
い
ご
住
職
の
説
明
を
頂
い
た
。
こ
の

眞
樂
寺
も
先
の
永
勝
寺
と
同
様
に
元
は
天

台
宗
の
古
刹
で
あ
っ
た
が
、
相
模
の
国
を

巡
教
さ
れ
て
い
た
聖
人
に
帰
依
し
真
宗
に

改
宗
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
お
寺
の

縁
起
に
よ
れ
ば
、
聖
人
が
稲
田
の
草
庵
か

ら
、こ
の
地
に
行
化
の
歩
み
を
延
ば
さ
れ
、

国
府
津
の
近
隣
の
人
々
に
勧
化
さ
れ
た
と

の
こ
と
で
、そ
の
処
に
堂
が
建
て
ら
れ
た
。

そ
れ
が
「
勧
堂
」
と
称
し
て
、
お
寺
か
ら

離
れ
た
処
に
残
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ

る
。
当
日
は
時
間
が
な
く
残
念

な
が
ら
拝
見
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
本
堂
に
は
如

来
像
、
右
側
に
親
鸞
聖
人
像
、

左
側
に
聖
徳
太
子
像
が
安
置
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
左
側
に
は
絵

伝
図
が
掛
け
ら
れ
て
い
た
。
本

尊
は
室
町
時
代
の
も
の
と
の
こ

と
で
あ
る
。

境
内
に
は
帰
命
堂
が
あ
り
、

中
に
「
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如

来
」「
南
無
不
可
思
議
光
佛
」

と
記
さ
れ
た
「
帰
命
石
」
と
呼
ば
れ
る
二

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
石
が
あ
る
。こ
の
石
は
、

一
切
経
を
積
ん
だ
唐
船
の
船
底
に
バ
ラ
ン

ス
を
取
る
た
め
に
積
ま
れ
た
八
枚
の
石
の

一
つ
で
聖
人
が
指
で
名
号
を
書
い
た
も
の

で
あ
る
と
由
来
が
記
さ
れ
て
い
る
と
の
こ

と
で
あ
る
。
ま
た
、
本
堂
の
左
側
に
は
聖

人
が
手
植
え
さ
れ
た
と
伝
わ
る
菩
提
樹
が

あ
る
。

今
回
訪
れ
た
両
寺
と
も
歴
史
が
古
く
由

緒
あ
る
お
寺
で
あ
り
、
親
鸞
聖
人
と
の
関

わ
り
の
深
さ
を
痛
感
し
、
聖
人
の
み
教
え

の
偉
大
さ
を
感
じ
た
。

永
勝
寺
・
眞
樂
寺
両
寺
の
ご
住
職
に
は
、

ご
丁
寧
な
ご
説
明
を
頂
き
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。

ま
た
、
ご
同
行
の
皆
様
に
は
帰
り
の
渋

滞
で
帰
着
が
予
定
よ
り
大
幅
に
遅
れ
た
こ

と
を
幹
事
の
一
員
と
し
て
お
詫
び
い
た
し

ま
す
。

次
回
も
是
非
多
く
の
皆
様
が
参
加
さ
れ

ま
す
よ
う
に
。

光
照
寺
鎌
倉
の
旅
の
驚
き

住
職

池

田

孝

郎

こ
の
度
の
旅
行
は
何
度
か
訪
れ
た
鎌
倉

で
あ
っ
た
が
、
親
鸞
聖
人
の
足
跡
と
し
て

伝
承
さ
れ
る
、「
一
切
経
校
合
」
を
焦
点

と
し
て
幹
事
の
方
々
が
企
画
さ
れ
た
驚
き

の
旅
で
あ
っ
た
。

そ
の
驚
き
と
は
何
に
か
に
つ
い
て
記
し

て
み
た
い
。
一
つ
目
は
、
永
勝
寺
の
ご
住

職
よ
り
の
お
話
し
の
中
に
、
鎌
倉
大
仏
の

後
ろ
の
山
一
つ
越
え
た
と
こ
ろ
に
聖
人
の

と
き
わ

開
か
れ
た
「
常
葉
道
場
」
が
あ
っ
た
と
お

聞
き
し
、「
一
切
経
校
合
」
の
背
景
と
「
常

葉
道
場
」
を
知
り
た
い
と
思
い
、
副
住
職

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
も
ら
い
、

出
て
来
た
資
料
で
驚
嘆
し
た
。
そ
れ
は
鎌

と
き
わ

倉
市
の
常
盤
に
一
向
堂
と
い
う
地
名
が
あ

と
き
わ

り
、
聖
人
が
常
葉
の
一
向
堂
に
拠
点
を
持

っ
て
い
た
と
伺
わ
れ
る
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
又
、
そ
の
資
料
に
、
親
鸞
聖
人
の

娘
覚
信
尼
公
の
息
子
唯
善
が
、
如
信
上
人

彫
刻
の
親
鸞
聖
人
の
真
影
及
び
遺
骨
を
取

て
、
こ
の
地
で
布
教
し
て
い
た
と
す
る
記

事
で
あ
っ
た
。
伝
え
聞
い
て
い
た
伝
承
で

は
、
唯
善
が
聖
人
の
木
像
で
あ
る
ご
真
影

の
首
を
切
っ
て
持
っ
て
関
東
に
下
っ
た
が

ゆ
く
え
知
ら
ず
と
聞
い
て
い
た
が
、
鎌
倉

で
布
教
し
て
い
た
と
す
る
伝
承
に
驚
い
た

こ
と
で
し
た
。

二
つ
目
は
眞
樂
寺
の
ご
住
職
よ
り
国
府

す
す
め
ど
う

津
に
「
勧
堂
」
と
云
う
道
場
を
親
鸞
聖

人
を
迎
え
る
た
め
に
建
て
ら
れ
、
聖
人
六

十
歳
の
と
き
か
ら
六
十
二
歳
の
八
月
ま
で

逗
留
し
、
鎌
倉
へ
も
往
復
さ
れ
て
い
た
と

す
す
め
ど
う

聞
く
。
又
、「
勧
堂
」
に
は
、
蓮
如
上
人

も
東
国
巡
拝
の
折
に
参
拝
さ
れ
て
い
る
と

云
う
。
誠
に
驚
き
で
あ
っ
た
。
親
鸞
聖
人

が
越
後
流
罪
の
後
に
、
関
東
へ
赴
く
理
由

の
諸
説
を
伝
え
聞
く
が
、
私
は
こ
の
度
の

鎌
倉
へ
の
旅
で
聖
人
の
お
こ
こ
ろ
に
、「
鎌

倉
幕
府
」
を
意
識
し
た
、「
新
し
い
時
代
」

に
念
仏
弘
道
の
願
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
た

と
思
わ
さ
れ
た
こ
と
で
し
た
。

「
一
切
経
校
合
」
も
親
鸞
聖
人
の
偉
大

さ
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
背
景
の
鎌

倉
に
思
い
を
寄
せ
る
と
、
聖
人
の
関
東
の

ご
布
教
の
ご
苦
労
を
偲
ば
さ
れ
る
も
の
で

あ
り
、
驚
き
と
共
に
誠
に
有
意
義
な
旅
で

あ
り
ま
し
た
。
有
難
う
ご
座
居
ま
し
た
。

合
掌

鎌
倉
一
切
経
校
合
の
旅

坊
守

池

田

邦

子

十
一
月
十
二
日（
日
）参
加
者
十
九
名
の

方
々
と
共
に
、
日
帰
り
バ
ス
旅
行（
八
時
）

「
い
ざ
鎌
倉
」へ
向
け
光
照
寺
よ
り
出
発
。

行
き
は
よ
い
�
�
帰
り
は
こ
わ
い
、
寺
に

到
着
が
予
定
よ
り
一
時
間
半
オ
ー
バ
ー
の

八
時
頃
で
し
た
。
お
帰
り
を
待
っ
て
い
て

下
さ
っ
た
御
門
徒
さ
ん
に
は
大
変
御
心
配

を
お
か
け
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
さ
て
永

勝
寺
さ
ん
で
は
寺
の
由
来
と
、
一
切
経
校

合
の
為
の
親
鸞
聖
人
鎌
倉
で
の
滞
在
に
於

い
て
の
御
苦
労
や
、
眞
樂
寺
様
の
歴
史
、

聖
人
の
並
み
�
�
な
ら
ぬ
御
教
化
の
足
跡

等
貴
重
な
お
話
し
を
伺
う
事
が
出
来
ま
し

た
。
脳
裏
に
留
め
て
お
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
相
模
湾
の
キ
ラ
キ
ラ
光
る
大
宝
海
を

永勝寺にて
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感
じ
つ
つ
、
由
比
が
浜
で
の
昼
食
の
お
い

し
か
っ
た
事
、
鎌
倉
大
仏
殿
の
胴
内
め
ぐ

り
の
初
体
験
あ
り
、
い
つ
も
な
が
ら
の
幹

事
さ
ん
達
の
気
配
り
や
、
頭
の
体
操
問
題

に
は
敬
服
し
ま
し
た
。
御
参
加
を
さ
れ
た

皆
々
様
大
変
お
疲
れ
様
で
し
た
。
良
い
旅

が
出
来
た
か
と
思
い
ま
す
。
次
な
る
旅
行

に
も
是
非
御
一
緒
を
と
願
う
こ
と
で
す
。

有
り
難
う
御
座
居
ま
し
た
。

合
掌

宗
祖
に
思
い
を
馳
せ
て
（
相
模
）

副
住
職

池
田

孝
三
郎

毎
回
、
幹
事
さ
ん
と
旅
行
の
企
画
を
立

て
る
と
き
か
ら
場
所
の
選
定
に
悩
み
ま

す
。
今
回
、
神
奈
川
県
や
鎌
倉
と
い
う
と

親
鸞
聖
人
と
は
縁
遠
い
と
思
っ
て
い
る
方

は
多
く
、
自
分
も
他
宗
の
影
響
が
強
い
と

思
っ
て
、
あ
ま
り
注
目
し
て
い
な
か
っ
た

の
で
す
が
、
宗
祖
の
七
百
五
十
回
御
遠
忌

の
と
き
よ
り
、
各
寺
の
伝
説
や
由
来
が
集

め
ら
れ
、
ま
と
ま
っ
た
も
の
が
出
版
さ
れ

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
祖
の
足
跡
が
く
っ

き
り
と
し
て
き
ま
し
た
。
お
寺
の
由
来
に

宗
祖
の
ゆ
か
り
が
と
て
も
色
濃
く
、
宗
祖

は
、
神
奈
川
県
や
鎌
倉
と
の
接
点
が
非
常

に
強
い
地
域
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
学
び

ま
し
た
。
そ
し
て
、
お
念
仏
布
教
に
よ
っ

て
、
当
時
の
住
職
な
ど
が
お
念
仏
に
帰
依

し
て
、
お
寺
は
改
宗
し
た
り
、
宗
祖
の
影

響
は
大
き
い
こ
と
を
感
じ
ま
し
た
。

今
回
、
鎌
倉
に
お
け
る
宗
祖
の
「
一
切

経
校
合
」
と
い
う
『
口
伝
鈔
』
に
あ
る
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
テ
ー
マ
に
旅
行
を
し
て
、
永

勝
寺
と
眞
樂
寺
の
ご
住
職
様
に
は
幅
広
く

懇
切
丁
寧
な
ご
案
内
ご
説
明
を
頂
き
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。宗
祖
の
ご
苦
労
を
偲
び
、

そ
し
て
同
時
に
お
念
仏
に
生
き
ら
れ
た
歩

み
が
今
日
に
脈
々
と
伝
わ
っ
て
い
て
、
宗

祖
を
身
近
に
感
じ
た
旅
行
で
あ
り
ま
し

た
。幹

事
様
は
じ
め
参
加
者
の
皆
様
と
貴
重

な
旅
行
が
出
来
ま
し
た
こ
と
に
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

合
掌

『
親
鸞
聖
人
「
一
切
経
」
校
合
の
足
跡
を

訪
ね
て
』

大

塚

陽

子

今
回
の
旅
行
は
、
神
奈
川
県
の
相
模
路

へ
の
日
帰
り
旅
行
で
、
以
前
も
箱
根
方
面

へ
日
帰
り
の
旅
行
を
し
た
が
、
今
回
は
鎌

倉
な
ど
別
の
方
面
の
旅
で
楽
し
み
に
し
て

い
た
。

最
初
に
訪
ね
た
永
勝
寺
は
、
私
の
知
人

ふ
う
ふ

の
お
寺
で
、
副
住
職
ご
夫
婦
が
結
婚
式
を

め

た
の

お
寺
で
さ
れ
た
際
に
女
ち
ょ
う
を
頼
ま
れ

て
行
っ
た
以
来
で
久
し
ぶ
り
で
し
た
が
、

と
て
も
歴
史
も
あ
り
親
鸞
聖
人
と
ゆ
か
り

の
あ
る
お
寺
で
あ
っ
た
と
は
初
め
て
知

り
、
感
慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

次
に
有
名
な
高
徳
寺
の
鎌
倉
大
仏
を
見

学
し
、
大
仏
の
胎
内
め
ぐ
り
を
し
て
中
に

入
っ
た
の
は
初
め
て
だ
っ
た
の
で
、
貴
重

な
体
験
が
で
き
ま
し
た
。

最
後
に
行
っ
た
眞
樂
寺
は
、
小
田
原
市

国
府
津
と
い
う
所
に
あ
り
、
こ
の
お
寺
も

親
鸞
聖
人
が
京
都
へ
帰
ら
れ
る
際
、
七
年

間
も
滞
在
さ
れ
た
と
い
う
場
所
で
、
歴
史

を
感
じ
ま
し
た
。

神
奈
川
県
に
も
親
鸞
聖
人
が
足
を
運
ん

で
行
き
き
し
て
い
た
足
跡
が
あ
り
、
当
時

の
様
子
が
浮
か
び
、
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し

た
よ
う
な
旅
行
で
し
た
。

光
照
寺
や
旅
行
幹
事
さ
ん
に
は
、
お
世

話
に
な
り
、
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

旅
行
感
想

岡

田

ノ
リ
子

空
気
が
ピ
ー
ン
と
冷
え
、
空
は
真
青
絶

好
の
行
楽
日
、
一
行
は
相
模
路
の
旅
に
出

発
し
ま
し
た
。
私
は
元
気
に
参
加
出
来
る

こ
の
身
に
感
謝
し
、幸
だ
と
思
い
ま
し
た
。

道
路
状
況
は
心
配
し
た
程
で
は
な
く
快
適

に
進
み
、
車
中
は
穏
や
か
で
こ
の
旅
行
に

参
加
さ
れ
た
方
々
に
お
礼
を
申
し
上
げ
ま

す
。
楽
し
い
語
ら
い
を
し
て
い
ま
す
と
、

戸
塚
の
永
勝
寺
に
到
着
、
当
寺
で
は
私
達

が
参
る
の
を
お
待
ち
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
。
ご
住
職
さ
ん
の
お
話
し
で
は
、

元
は
天
台
宗
の
寺
院
で
あ
っ
た
が
、
親
鸞

聖
人
の
関
東
教
化
頃
に
当
寺
の
住
職
が
帰

依
さ
れ
真
宗
を
学
び
戦
乱
の
世
に
生
き
る

苦
し
み
悲
し
み
に
耐
え
て
い
た
人
々
に
光

が
差
し
込
み
多
勢
の
人
達
が
救
わ
れ
た
事

で
し
ょ
う
。
命
水
の
井
戸
、
阿
弥
陀
如
来

立
像
、
当
時
は
聖
徳
太
子
の
教
え
も
さ
か

ん
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
又
親
鸞
聖
人

が
お
宿
り
に
な
っ
た
時
に
使
用
さ
れ
た
と

い
わ
れ
る
枕
等
に
お
目
に
か
か
り
、
当
時

を
し
の
び
不
思
議
な
気
が
し
ま
し
た
。
な

ぜ
で
し
ょ
う
。
そ
れ
程
ま
で
に
こ
の
道
を

歩
ま
な
け
れ
ば
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
事

は
、
昔
も
今
も
変
わ
り
は
な
い
が
迷
っ
て

ば
か
り
い
る
私
を
ゆ
す
ぶ
っ
て
下
さ
っ
た

り
、
時
に
は
罪
悪
の
私
に
目
覚
よ
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
海
が
キ
ラ
キ
ラ
と
ま
ば
ゆ

い
湘
南
の
海
、
そ
こ
で
サ
ー
フ
ィ
ン
を
楽

し
ん
で
居
る
人
達
、
そ
の
浜
辺
の
ホ
テ
ル

で
美
味
し
い
食
事
に
舌
つ
づ
み
を
打
ち
、

次
の
鎌
倉
の
大
佛
殿（
高
徳
院
）を
見
物
、

こ
ち
ら
は
座
阿
弥
陀
様
で
す
。
弥
陀
は
苦

し
い
時
、
辛
い
時
大
変
な
事
が
あ
っ
た
時

い
つ
で
も
こ
こ
に
お
い
で
な
さ
い
、
座
っ

て
待
っ
て
い
ま
す
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う

で
し
た
。

最
後
の
眞
樂
寺
に
は
予
定
よ
り
お
そ
く

な
り
、
気
ぜ
わ
し
く
感
じ
て
し
ま
い
ま
し

た
が
、
お
話
を
聞
く
と
親
鸞
聖
人
は
五
六

才
頃
か
ら
し
ば
し
ば
稲
田
の
草
庵
よ
り
こ

の
地
に
行
化
の
歩
み
を
さ
れ
人
々
に
勧
化

さ
れ
ま
し
た
。
常
陸
の
国
を
発
ち
京
都
に

上
ら
れ
る
時
に
立
ち
寄
ら
れ
た
際
に
は
、

お
導
き
頂
き
ま
し
た
人
達
は
聖
人
に
な
ご

り
を
お
し
ん
だ
そ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら
京

の
都
で
や
り
残
さ
れ
た
大
切
な
お
仕
事
を

鎌倉大仏にて
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さ
れ
、
今
も
生
き
て
私
を
導
い
て
下
さ
っ

て
い
ま
す
。

南
無
阿
弥
陀
佛

日
帰
り
の
旅

馬

場

繁

子

神
奈
川
県
へ
渋
滞
も
な
く
着
き
ま
し

た
。午
前
中
に
永
勝
寺
に
お
参
詣
り
し
て
、

眞
樂
寺
へ
は
午
後
か
ら
お
参
詣
り
い
た
し

ま
し
た
。
御
住
職
の
貴
重
な
講
話
を
拝
聴

し
ま
し
た
。
歴
史
あ
る
古
品
等
は
大
切
に

展
示
さ
れ
て
い
て
、
説
明
を
聞
き
な
が
ら

次
第
に
緊
張
い
た
し
ま
し
た
。
光
照
寺
旅

行
案
内
の
お
陰
で
、
親
鸞
聖
人
さ
ま
の
こ

と
が
少
し
理
解
出
来
た
よ
う
に
思
い
ま
し

た
。鎌

倉
大
佛
殿
は
大
勢
の
お
参
詣
り
の
人

に
囲
ま
れ
て
、
美
し
い
お
姿
で
し
た
。
久

し
ぶ
り
に
手
を
合
せ
感
激
い
た
し
ま
し

た
。
初
参
加
で
し
た
が
有
意
義
な
一
日
を

過
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
御
住
職
を
は
じ

め
幹
事
の
皆
様
や
関
係
者
の
方
々
、
ほ
ん

と
う
に
、
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

相
模
路
の
旅

藤

原

自

雄

今
年
は
縁
あ
っ
て
六
月
の
紫
陽
花
の
時

季
、
そ
し
て
今
回
と
、
湘
南
・
鎌
倉
を
二

度
も
旅
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
五
十

年
近
く
前
に
な
り
ま
す
が
、
私
は
相
模
原

市
に
住
ん
で
お
り
ま
し
た
。
距
離
的
に
近

く
、
歴
史
に
も
興
味
が
あ
っ
た
の
で
、
当

時
は
し
ば
し
ば
鎌
倉
を
散
策
し
た
も
の
で

す
。
そ
ん
な
懐
か
し
い
土
地
に
久
々
に
足

を
踏
み
入
れ
、
過
ぎ
去
っ
た
昔
の
こ
と
を

色
々
と
思
い
出
し
ま
し
た
。

今
回
の
旅
行
で
最
初
に
お
参
り
し
た
永

勝
寺
は
横
浜
市
に
あ
り
ま
す
が
、
鎌
倉
に

隣
接
す
る
地
域
で
し
た
。
背
後
に
は
山
が

あ
っ
て
、
鎌
倉
に
多
く
み
ら
れ
る
寺
と
同

様
な
た
た
ず
ま
い
と
雰
囲
気
が
あ
り
、
と

て
も
心
休
ま
る
思
い
が
し
ま
し
た
。

永
勝
寺
へ
の
参
拝
の
後
、
バ
ス
は
北
鎌

倉
か
ら
鎌
倉
市
街
地
に
入
り
ま
し
た
。
円

覚
寺
や
建
長
寺
、
東
慶
寺
な
ど
、
禅
の
名

刹
が
並
ぶ
北
鎌
倉
駅
か
ら
鶴
岡
八
幡
宮
脇

ま
で
の
鎌
倉
街
道
を
、
ゆ
っ
く
り
と
バ
ス

は
進
み
ま
し
た
。
鈴
木
大
拙
と
縁
の
深
い

松
ヶ
岡
文
庫
の
あ
る
東
慶
寺
の
近
く
で

は
、
昨
年
の
寺
の
旅
行
で
行
っ
た
金
沢
の

鈴
木
大
拙
館
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

お
楽
し
み
の
昼
食
の
後
は
鎌
倉
の
大
仏

で
有
名
な
高
徳
院
に
お
参
り
し
ま
し
た
。

鎌
倉
の
大
仏
は
阿
弥
陀
如
来
で
す
が
高
徳

院
は
浄
土
宗
の
寺
で
す
か
ら
座
像
で
す
。

真
宗
門
徒
に
と
っ
て
馴
染
み
深
い
阿
弥
陀

如
来
の
お
姿
は
立
像
で
す
。
お
姿
こ
そ
違

い
ま
す
が
、
も
ち
ろ
ん
同
じ
阿
弥
陀
様
。

同
じ
気
持
ち
で
お
念
仏
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

高
徳
院
の
参
拝
の
後
、
バ
ス
は
海
を
左

手
に
見
な
が
ら
一
路
、
国
府
津
の
眞
樂
寺

へ
向
か
っ
て
走
り
ま
し
た
。
湘
南
の
海
を

見
な
が
ら
、
車
中
の
会
話
の
内
容
は
い
つ

し
か
加
山
雄
三
な
ど
の
青
春
の
思
い
出

へ
、
若
者
の
よ
う
に
は
し
ゃ
ぎ
な
が
ら
楽

し
い
時
間
を
過
ご
し
ま
し
た
。

国
府
津
の
眞
樂
寺
は
海
か
ら
そ
う
遠
く

な
い
小
高
い
山
の
中
腹
に
あ
り
ま
し
た
。

石
段
を
上
っ
た
所
に
本
堂
が
あ
り
、
町
を

見
下
ろ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
寺
の
歴
史

は
古
く
、
も
と
も
と
は
天
台
宗
の
寺
で
あ

っ
た
が
、
一
二
二
八
年
に
、
時
の
住
持
が

親
鸞
聖
人
に
帰
依
し
て
、
浄
土
真
宗
に
改

ま
っ
た
と
の
こ
と
。
最
初
に
お
参
り
し
た

永
勝
寺
と
同
様
に
、
聖
人
が
巡
教
や
鎌
倉

で
の
一
切
経
の
校
合
の
際
に
し
ば
し
ば
逗

留
さ
れ
、
聖
人
縁
の
寺

と
の
こ
と
で
し
た
。
ま

た
蓮
如
上
人
も
参
拝
さ

れ
た
と
の
こ
と
で
、
い

よ
い
よ
も
っ
て
歴
史
の

あ
る
寺
で
あ
る
と
思
い

ま
し
た
。

今
回
の
旅
行
で
は
、

相
模
で
も
聖
人
が
布
教

活
動
を
積
極
的
に
な
さ

っ
た
と
い
う
こ
と
を
改

め
て
知
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
寺
で
茨
城
県

（
常
陸
）
を
旅
行
し
た
際
に
感
じ
た
�
聖

人
の
情
熱
と
思
い
�
を
、
こ
こ
相
模
路
で

も
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。色

々
な
こ
と
が
あ
り
、
色
々
な
思
い
出

を
残
し
て
く
れ
た
旅
行
と
な
り
ま
し
た
。

旅
行
幹
事
の
皆
様
を
は
じ
め
、
共
に
旅
行

を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
皆
様
に
は
色
々
と

お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

合
掌

旅
行
に
参
加
し
て

三

輪

民

子

天
候
に
恵
ま
れ
た
良
い
旅
行
で
し
た
。

ホ
テ
ル
で
の
お
い
し
い
食
事
を
楽
し
く
頂

き
、
バ
ス
の
中
で
用
意
さ
れ
た
朗
読
の
説

明
に
感
動
し
ま
し
た
。

バ
ス
か
ら
見
る
鎌
倉
の
街
を
ゆ
っ
く
り

散
策
出
来
な
い
の
は
残
念
で
し
た
が
親
鸞

聖
人
が
常
陸
国
稲
田
に
滞
在
し
て
い
た
時

鎌
倉
幕
府
の
命
に
よ
り
招
か
れ
七
年
間
、

逗
留
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
眞
樂
寺
等
を

見
学
し
て
、
ど
の
お
寺
で
も
立
派
な
由
緒

あ
る
建
物
を
拝
見
出
来
気
持
ち
よ
く
お
話

下
さ
り
、
チ
ョ
ッ
ト
時
間
が
気
に
な
り
ま

し
た
が
無
事
に
帰
る
こ
と
が
出
来
ま
し

た
。
露
座
に
ま
し
ま
す
大
仏
様
に
ゆ
っ
く

り
暖
か
い
お
心
頂
き
鎌
倉
の
良
い
思
い
出

に
な
り
ま
し
た
。

幹
事
様
達
の
御
苦
労
の
お
陰
で
楽
し
い

旅
行
が
出
来
ま
し
た
。
本
当
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
ど
う
ぞ

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
楽
し
み
に
し

て
お
り
ま
す
。

眞樂寺にて
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寺
務
所
よ
り

（
詩
）

�
法
要
の
ご
案
内

�
春
季
彼
岸
会
法
要

三
月
二
十
一
日

（
水
）、
午
後
一
時
三
十
分
よ
り
厳
修

�
光
照
寺
護
持
会

会
員
の
方
は
護
持
会
費
の
納
入
を
お
願

い
致
し
ま
す
。
又
、
随
時
新
会
員
受
付

中
。
別
紙
案
内
を
ご
覧
下
さ
い
。
総
会

は
六
月
二
十
三
日
。

�
聞
法
会
の
お
知
ら
せ

�
親
鸞
聖
人
の
み
教
え
に
聞
く
会

講
師
は
延
塚
知
道
先
生
（
大
谷
大
学
特

別
任
用
教
授
）
三
月
二
日
、
五
月
二
十

九
日
、
七
月
三
日
、
九
月
十
八
日
、
十

一
月
二
十
六
日
、
午
後
一
時
半
〜
四
時

半
。『
教
行
信
証
』
を
学
ん
で
い
ま
す
。

�
大
経
の
会

三
月
十
七
日
、
四
月
二
十
九
日
、
五
月

二
十
七
日
、
午
前
十
時
〜
午
後
三
時
ま

で
。
講
師
は
佐
々
木
師
と
住
職
の
担
当

月
別
。『
正
信
偈
讃
仰
』
㈥
を
学
ん
で

い
ま
す
。
お
弁
当
持
参
し
て
下
さ
い
。

�
我
聞
の
会

三
月
二
十
八
日
、
四
月
二
十
日
、
五
月

十
八
日
、
午
後
二
時
〜
四
時
ま
で
。「
真

宗
の
簡
要
」（
住
職
著
）
サ
ブ
テ
キ
ス
ト

「
無
量
寿
経
に
聞
く
」（
松
原
祐
善
著
）。

「
無
量
寿
経
に
聞
く
」（
下
巻
）（
延
塚

知
道
著
）
を
学
ん
で
い
ま
す
。
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

―
親
鸞
に
お
け
る
現
生
不
退
の
視
座
―

（
副
住
職
著
）
サ
ブ
テ
キ
ス
ト
「
今
日

の
こ
と
ば
」「
真
宗
の
生
活
」
を
学
ん

で
い
ま
す
。
三
月
十
二
日
、
四
月
二
十

四
日
、
五
月
二
十
二
日
。

�
聲
明
サ
ー
ク
ル
「
響
き
」

第
五
期
聲
明
サ
ー
ク
ル
。
二
ケ
月
に
一

回
開
催
、
二
年
間
。
日
常
勤
行
を
楽
し

く
学
ん
で
い
ま
す
。
三
月
十
二
日
、
五

月
二
十
二
日
。
講
師
は
副
住
職
。

�
絵
解
き
サ
ー
ク
ル

親
鸞
聖
人
、
蓮
如
上
人
な
ど
、
絵
解
き

を
通
し
て
学
ん
で
い
ま
す
。
四
月
二
十

四
日
、
六
月
十
八
日
。

�
子
供
会
「
ポ
ニ
ー
ク
ラ
ブ
」

花
ま
つ
り
四
月
四
日
開
催
。

�
さ
い
た
ま
親
鸞
講
座

午
後
二
時
〜
四
時
。
会
場
は
大
宮
川
鍋

ビ
ル
。
四
月
十
四
日
、
六
月
十
六
日
。

講
師
は
四
衢
亮
氏
。

�
お
願
い

ご
自
宅
で
法
事
の
際
は
駐
車
場
を
ご
用

意
下
さ
い
。

住
所
・
電
話
番
号
変
更
の
際
は
必
ず
ご

連
絡
下
さ
い
。宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

吉
澤

光
昭

邪
鬼
居
ら
ば
出
で
て
来
ら
れ
よ
年
の
夜

転
読
の
声
の
高
ま
る
初
御
寺

雪
景
色
一
夜
に
描
く
山
河
か
な山

田

恒

懺
悔
の
夜
薔
薇
が
一
輪
散
っ
て
ゆ
く

夕
な
ず
む
菩
薩
の
母
の
子
守
唄

佐
々
木

玄
吾

公
園
で
百
才
の
け
や
き
目
に
と
ま
る

百
年
時
代
の
我
と
重
な
る

大
経
の
会
ひ
ら
か
る
る
光
照
寺

テ
キ
ス
ト
を
読
み
感
想
語
る

佐
々
木
文
子

日
野
の
春
一
番
乗
り
は
蕗
の
薹

豊
平
の
地
の
ご
縁
尊
き

父
母
逝
き
し
齢
ま
で
我
も
生
か
さ
れ
て

畑
打
つ
身
の
幸
せ
思
う

赤
秀

品
枝

ナ
ン
プ
レ
に
は
ま
り
し
我
は
今
日
も
又

精
進
目
標
そ
こ
そ
こ
に

去
く
年
も
来
る
年
も
又
つ
つ
が
な
く

護
ら
れ
て
あ
り
し
み
仏
の
道

私
た
ち
は
本
当
の
こ
と
を
話
し
て
い

る
で
し
ょ
う
か
。
自
分
に
都
合
の
い
い

こ
と
を
上
手
に
話
し
、
人
間
関
係
を
取

り
繕
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
言
葉

は
魔
法
で
す
。
言
葉
は
い
つ
し
か
話
し

手
の
意
志
を
離
れ
あ
ち
こ
ち
に
拡
散
さ

れ
ま
す
。
本
当
の
こ
と
も
本
当
で
な
い

こ
と
も
全
部
聞
く
人
の
都
合
に
合
わ
せ

て
飛
び
回
り
ま
す
。
フ
ェ
ー
ク
ニ
ュ
ー

ス
に
踊
ら
さ
れ
て
、
評
論
家
の
言
葉
を

鵜
呑
み
に
し
て
さ
ら
に
逆
手
に
と
っ

て
。
こ
れ
は
言
葉
の
責
任
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
私
の
問
題
で
す
。
で
も
、
私
自

身
を
は
っ
き
り
分
か
ら
せ
て
く
れ
る
言

葉
が
あ
る
は
ず
で
す
。
そ
の
言
葉
が
本�

当�

な
の
で
す
。
そ
れ
を
聞
く
為
に
聞
法

会
に
行
き
ま
す
。

南
無
阿
弥
陀
仏
。

釈
尼
雅
亮

故郷冬景
山田 邦興 画
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