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よ
う
こ
そ
、
納
め
の
観
音
の
ご
縁
日
に
お
詣
り
い
た
だ
き

ま
し
た
。
私
は
豊
島
区
南
長
崎
、皆
さ
ま
に
は
椎
名
町
と
言
っ

た
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
全
昌
院
と

い
う
お
寺
の
住
職
を
し
て
お
り
ま
す
。

　

本
日
の
お
話
に
は
「
無
垢
の
こ
こ
ろ
」
と
い
う
演
題
を
付

豊島区全昌院住職　安達良元老師

平
成
二
十
四
年 
納
め
の
観
音
・
年
末
の
会 

説
教

　
無
垢
の
こ
こ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

豊
島
区 

全
昌
院 

住
職  

安
達
良
元

け
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
皆
さ
ま
が
日
頃
よ
り
深
く
信

仰
を
さ
れ
て
い
る
観
音
さ
ま
、
非
常
に
親
し
み
深
い
仏
さ
ま

で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
お
地
蔵
さ
ま
も
大
変
人
気
が
あ

る
。
先
ほ
ど
皆
さ
ま
は
山
門
を
く
ぐ
っ
て
正
面
の
六
地
蔵
さ

ま
に
ご
挨
拶
を
し
て
、
そ
れ
か
ら
観
音
堂
に
て
ご
祈
禱
の
お

経
を
読
ま
れ
た
と
思
い
ま
す
が
、
観
音
さ
ま
と
お
地
蔵
さ
ま
、

ど
こ
が
違
い
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

　

大
き
く
違
う
の
は
、
観
音
さ
ま
に
は
髪
の
毛
が
ご
ざ
い
ま

す
。
頭
に
は
宝
冠
と
い
う
冠
と
、
化け

仏ぶ
つ

と
い
う
小
さ
な
仏
さ

ま
が
の
っ
か
っ
て
い
ま
す
。
首
飾
り
や
腕
飾
り
を
さ
れ
て
き

年
末
の
会
（
納
め
の
観
音
）
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い

十
二
月
十
八
日
（
水
）　　
　

会
費　

二
千
五
百
円

午
後
二
時
百
観
音
ご
祈
禱
︱
説
教
︱
軽
食
懇
親
会
︱
四
時
半
解
散

説
教　

北
区 

真
言
宗
城
官
寺 

住
職　

長
岡
理
信
師

長
岡
理
信
師
は
滝
野
川
城
官
寺
を
お
守
り
さ
れ
て
い
る

尼
僧
様
で
す
。
　
も
の
の
見
方
、
心
の
持
ち
方
な
ど
の

お
話
を
戴
き
ま
す
。
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ら
び
や
か
な
ん
で
す
ね
。
こ
の
お
姿
は
、
釈
迦
国
の
王
子
で

あ
っ
た
お
釈
迦
さ
ま
が
二
十
九
歳
で
出
家
を
さ
れ
る
前
の
お

姿
が
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
の

お
地
蔵
さ
ま
は
僧

そ
う
ぎ
ょ
う形

と
申
し
ま
し
て
、
坊
主
頭
、
そ
し
て
錫

杖
と
い
う
杖
を
持
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、観
音
さ
ま
は
男
性
で
し
ょ
う
か
。
女
性
で
し
ょ

う
か
。
実
は
男
性
で
も
な
い
し
、
女
性
で
も
な
い
ん
で
す
。

性
別
不
詳
、
と
い
う
よ
り
中
性
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
そ
れ

で
も
女
性
か
な
と
思
う
節
が
ご
ざ
い
ま
す
。
馬
頭
観
音
の
よ

う
に
忿ふ

ん

怒ぬ

の
形

ぎ
ょ
う
そ
う相

の
観
音
さ
ま
も
お
ら
れ
ま
す
が
、
女
性
的

な
印
象
の
お
姿
を
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、「
あ
の

人
、
観
音
さ
ま
の
よ
う
な
方
ね
」
な
ん
て
申
し
ま
す
と
、
た

い
て
い
女
性
で
す
よ
ね
。

　

江
戸
時
代
の
日
本
画
家
に
狩
野
芳ほ

う
が
い崖
（
一
八
二
八
〜

一
八
八
八
）
と
い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
代
表
作
に

悲
母
観
音
と
い
う
絵
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
立
ち
姿
の
観
音
さ

ま
の
足
も
と
に
大
き
な
光
り
の
泡
に
包
ま
れ
た
赤
ち
ゃ
ん
が

描
か
れ
て
い
ま
す
。
上
野
の
東
京
藝
術
大
学
美
術
館
に
所
蔵

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
機
会
が
あ
っ
た
ら
ご
覧
い
た
だ
け
れ

ば
と
思
い
ま
す
が
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
子
ど
も
に
と
っ
て

母
親
と
い
う
の
は
観
音
さ
ま
の
よ
う
な
存
在
な
ん
で
す
ね
。

昔
の
人
は
、
女
性
は
赤
ち
ゃ
ん
を
一
人
産
ん
だ
時
が
一
番
美

し
い
な
ん
て
言
っ
た
そ
う
で
す
が
、な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ

た
の
か
と
申
し
ま
す
と
、
自
分
よ
り
大
切
に
思
え
る
も
の
を

天
か
ら
初
め
て
授
か
っ
た
。
自
分
の
中
に
あ
る
小
さ
な
命
に

感
動
し
て
、
感
激
し
て
、
喜
び
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
。
だ

か
ら
美
し
い
の
で
す
。
そ
れ
が
二
人
目
、
三
人
目
ぐ
ら
い
に

な
り
ま
す
と
慣
れ
ち
ゃ
う
。
で
も
下
の
子
が
か
わ
い
い
な
ん

て
い
う
こ
と
も
言
う
わ
け
で
す
か
ら
、
我
が
子
は
み
な
か
わ

い
い
。

　

そ
の
我
が
子
に
と
っ
て
母
親
は
観
音
さ
ま
の
よ
う
な
存
在

だ
と
申
し
ま
し
た
が
、
で
は
、
よ
そ
の
子
に
と
っ
て
も
観
音

さ
ま
の
よ
う
な
存
在
で
し
ょ
う
か
、
ど
う
で
し
ょ
う
。
う
ち

の
子
は
か
わ
い
い
け
ど
ね
、
よ
そ
の
子
も
同
等
に
か
わ
い
い

か
、
こ
れ
は
な
か
な
か
難
し
い
ん
で
す
ね
。

　

成
願
寺
さ
ま
の
目
の
前
に
は
山
手
通
り
と
い
う
広
い
道
路

が
走
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
昔
は
淀
橋
市
場
に
大
根
を
運
ぶ
た

め
に
馬
が
歩
い
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
今
で
は
そ
ん
な
こ
と

が
想
像
も
で
き
な
い
ほ
ど
の
車
の
交
通
量
で
す
。
も
し
も
、

表
で
ど
ん
！　

と
音
が
し
て
慌
て
て
駆
け
つ
け
た
時
、
ど
う

思
わ
れ
る
か
、「
あ
ぁ
、
我
が
子
じ
ゃ
な
く
て
良
か
っ
た
…
」。

も
し
そ
う
思
う
な
ら
、
よ
そ
の
子
で
良
か
っ
た
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
か
…
。
そ
う
で
は
な
い
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
す

が
、正
直
に
心
に
浮
か
ぶ
の
は
「
我
が
子
で
な
く
て
良
か
っ
た
」
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と
い
う
思
い
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
が
、
観
音
さ
ま

と
ま
っ
た
く
違
う
と
こ
ろ
。う
ち
の
子
に
限
っ
て
な
ん
て
言
っ

た
り
し
ま
す
が
、「
あ
の
子
と
付
き
合
う
と
う
ち
の
子
が
悪
く

な
る
わ
」
な
ん
て
ね
、
い
つ
も
我
が
子
を
中
心
に
物
事
を
考

え
勝
ち
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

そ
う
し
た
意
味
で
、
我
が
子
に
と
っ
て
は
観
音
さ
ま
の
よ

う
な
存
在
で
あ
る
母
親
も
、
他
人
の
子
は
同
じ
よ
う
に
は
愛

せ
な
い
。
他
人
の
子
を
我
が
子
の
よ
う
に
愛
し
て
ノ
ー
ベ
ル

平
和
賞
を
も
ら
っ
た
方
、
ご
存
じ
の
マ
ザ
ー
テ
レ
サ
で
す
。

も
し
か
し
た
ら
、
マ
ザ
ー
テ
レ
サ
に
は
お
子
さ
ん
が
い
ま
せ

ん
で
し
た
か
ら
、
で
き
た
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
慈

母
観
音
と
い
う
、
母
親
の
我
が
子
を
愛
す
る
深
い
慈
愛
を
体

現
さ
れ
た
観
音
さ
ま
も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
よ
そ
の
子

も
分
け
隔
て
な
く
同
等
に
愛
す
る
と
い
う
の
は
、
と
て
も
難

し
い
こ
と
な
の
で
す
。

　

そ
れ
は
な
ぜ
か
と
申
し
ま
す
と
、
我
々
は
自
分
の
ご
都
合

主
義
の
も
の
さ
し
を
持
っ
て
生
活
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

好
き
、
こ
れ
は
嫌
い
。
相
手
の
本
質
な
ん
て
関
係
な
い
わ
け

で
す
。
ま
た
第
一
印
象
と
い
う
の
が
や
っ
か
い
で
す
。
一
度

嫌
い
に
な
る
と
そ
の
思
い
か
ら
な
か
な
か
逃
れ
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
よ
く
よ
く
話
し
て
み
た
ら
思
っ
て
い
た
よ
り
悪
い

人
じ
ゃ
な
か
っ
た
と
、
そ
う
い
う
機
会
が
あ
れ
ば
よ
い
の
で

す
が
、
相
手
の
本
質
を
み
る
こ
と
も
せ
ず
嫌
い
な
ま
ま
と
い

う
こ
と
が
多
い
わ
け
で
す
。

　
大
悲
の
菩
薩
さ
ま

　

さ
て
、
先
ほ
ど
皆
さ
ま
が
お
読
み
に
な
っ
た
般
若
心
経
で

は
観か

ん

自じ

在ざ
い

菩ぼ

薩さ
つ

、
続
け
て
お
読
み
に
な
っ
た
観
音
経
で
す
と

観か
ん

世ぜ

音お
ん

菩
薩
と
読
み
方
が
異
な
り
ま
す
が
、
同
じ
観
音
さ
ま

で
ご
ざ
い
ま
す
。
ど
ち
ら
が
古
い
言
い
方
か
と
申
し
ま
す
と
、

観
世
音
菩
薩
の
ほ
う
が
古
い
。
大
般
若
経
を
イ
ン
ド
か
ら
唐

へ
お
伝
え
に
な
っ
た
玄
奘
三
蔵
が
訳
し
た
の
が
観
自
在
菩
薩

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
古
い
話
な
わ

け
で
す
が
、
漢
字
を
良
く
見
て
み
ま
す
と
、「
自
在
に
観
る
」

と
い
う
こ
と
と
、「
世
の
音
を
観
る
」
と
い
う
こ
と
。

　

世
の
音
と
い
う
と
普
通
は
聴
く
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ

け
で
す
が
、「
観
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
大
事
な
ん
で
す
よ
。

こ
れ
を
古
い
字
で
書
き
ま
す
と
「
觀
」。
も
と
も
と
の
意
味
は
、

口
を
そ
ろ
え
て
鳴
く
水
鳥
を
表
し
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。

そ
れ
が
発
展
し
て
、
物
を
そ
ろ
え
て
見
渡
す
と
い
う
の
が

「
觀
」。
現
在
使
わ
れ
て
い
る
「
観
」
の
意
味
は
、「
よ
く
見
る
」

「
念
を
入
れ
て
見
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏
教
語
大
辞
典
を

引
い
て
み
ま
す
と
「
真
理
を
観
ず
る
こ
と
」「
心
静
か
な
境
地

で
世
界
の
あ
り
の
ま
ま
を
正
し
く
な
が
め
る
こ
と
」「
智
慧
を
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も
っ
て
物
事
の
道
理
を
観
知
す
る
こ
と
」
と
あ
り
ま
す
。
た

だ
見
る
の
と
は
違
う
「
真
理
を
観
ず
る
こ
と
」
な
ん
で
す
ね
。

普
通
の
見
る
と
い
う
の
に
比
べ
て
だ
い
ぶ
奥
が
深
い
で
す
ね
。

　

ま
た
、
観
音
さ
ま
に
は
別
名
が
二
つ
ご
ざ
い
ま
す
。「
大
悲

の
菩
薩
」と「
施せ

む

い
無
畏
者し

ゃ

」と
申
し
ま
す
。
観
音
さ
ま
に
は「
悲

心
」
と
い
う
功
徳
が
ご
ざ
い
ま
す
。「
こ
の
よ
う
な
苦
し
み
は

他ひ

と人
さ
ま
に
味
わ
わ
せ
た
く
な
い
」「
同
じ
悲
し
み
を
味
わ
い

つ
つ
あ
る
人
に
あ
り
っ
た
け
の
温
か
い
手
を
さ
し
の
べ
て
ゆ

く
、
そ
の
心
」。
こ
れ
が
「
悲
心
」。『
大
丈
夫
論
』
と
い
う
経

典
に
ご
ざ
い
ま
す
「
悲
心
」
の
項
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　
　

悲
心
を
も
っ
て
一
人
に
施
す
功
徳
は

　
　

大
い
な
る
こ
と
地
の
如
し

　
　

己
の
為
に
一
切
に
施
す
は

　
　

報
い
を
得
る
こ
と
芥け

し子
の
如
し

（
あ
り
っ
た
け
の
温
か
い
手
を
さ
し
の
べ
て
い
く
そ
の
心
、
そ

れ
を
も
っ
て
一
人
に
施
し
た
功
徳
と
い
う
の
は
、
大
地
の
如

く
に
大
き
い
。
逆
に
自
分
だ
け
の
た
め
に
一
切
に
施
す
こ
と

の
報
い
は
芥
子
粒
の
如
く
に
小
さ
い
）。

　
　

一
の
厄
難
の
人
を
救
う
は

　
　

余
の
一
切
に
施
す
に
勝
れ
り

　
　

衆し
ゅ
せ
い星

光
あ
り
と
雖

い
え
ど

も

　
　

一
の
明
月
に
如し

か
ず

（
た
く
さ
ん
の
人
に
施
す
よ
り
も
本
当
の
厄
難
に
遭
っ
て
い
る

人
に
手
を
さ
し
の
べ
る
こ
と
が
大
事
。
星
は
た
く
さ
ん
あ
る

と
言
っ
て
も
、
た
っ
た
一
つ
の
月
の
光
の
ほ
う
が
は
る
か
に

明
る
い
）。

　

喜
び
は
二
人
で
分
か
ち
合
う
と
二
倍
に
な
る
。
悲
し
み
は

二
人
で
分
け
れ
ば
半
分
に
な
る
。
そ
の
人
の
立
場
に
な
っ
て

一
緒
に
悲
し
む
こ
と
を
「
同
悲
」
と
い
い
ま
す
。
同
じ
よ
う

な
意
味
の
言
葉
に
、
か
つ
て
駒
澤
大
学
の
教
授
を
務
め
ら
れ
、

そ
の
後
永
平
寺
の
七
十
五
世
と
な
ら
れ
た
山
田
霊
林
禅
師
が

「
観
達
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
説
か
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
物

を
し
っ
か
り
観
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
も
の
と
一
つ
に
な

り
き
る
こ
と
」。
た
と
え
て
い
う
な
ら
ば
、
我
が
子
が
庭
で
転

ん
で
膝
小
僧
を
擦
り
む
い
て
し
ま
う
と
、
お
母
さ
ん
の
膝
が

痛
む
。
お
腹
が
痛
い
と
言
っ
て
泣
け
ば
、
お
母
さ
ん
も
同
じ

思
い
を
す
る
。
こ
れ
が
「
観
達
」。

　

し
か
し
最
近
は
ク
ー
ル
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
。
昔
の
母
親

の
こ
と
を
思
い
ま
す
と
「
観
達
」
の
境
地
に
な
い
お
母
さ
ん

が
多
い
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。
大
正
時
代
末
期
か
ら
昭
和
初

期
に
か
け
て
活
躍
し
た
詩
人
、
金
子
み
す
ず
さ
ん
が
「
さ
び
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し
い
と
き
」
と
い
う
詩
を
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　

わ
た
し
が
さ
び
し
い
と
き
に
、

　
　

よ
そ
の
人
は
知
ら
な
い
の
。

　
　

わ
た
し
が
さ
び
し
い
と
き
に
、

　
　

お
友
だ
ち
は
わ
ら
う
の
。

　
　

わ
た
し
が
さ
び
し
い
と
き
に
、

　
　

お
母
さ
ん
は
や
さ
し
い
の
。

　
　

わ
た
し
が
さ
び
し
い
と
き
に
、

　
　

ほ
と
け
さ
ま
は
さ
び
し
い
の
。

　

ま
さ
に
、
ほ
と
け
さ
ま
と
私
と
が
ひ
と
つ
に
な
る
と
い
う

こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。「
あ
な
た
は
寂
し
い
の
か
も

し
れ
な
い
け
ど
、
私
は
知
ら
な
い
よ
」「
い
つ
ま
で
も
ぐ
ず
ぐ

ず
言
っ
て
い
な
い
で
し
っ
か
り
し
な
い
と
だ
め
だ
よ
」
な
ん

て
ね
。
そ
う
言
い
た
く
な
る
気
持
ち
も
わ
か
ら
な
い
で
は
な

い
の
で
す
が
、
相
手
の
心
と
い
う
の
は
言
葉
で
出
て
き
ま
す

か
ら
、
ま
ず
は
そ
れ
を
聞
い
て
あ
げ
る
こ
と
。
聞
い
て
も
ら

う
だ
け
で
も
少
し
は
楽
に
な
り
ま
す
ね
。

　

な
に
か
と
て
つ
も
な
い
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
た
方
に
対
面
し

た
時
は
、ま
ず
話
を
聞
く
こ
と
だ
そ
う
で
す
。
し
ば
ら
く
し
て
、

そ
れ
か
ら
、「
じ
ゃ
あ
、
あ
な
た
こ
う
し
た
ら
」
と
言
う
の
が

い
い
で
し
ょ
う
ね
。
対
面
し
た
と
た
ん
に
「
う
じ
う
じ
し
て

て
も
仕
方
が
な
い
か
ら
こ
う
し
た
ら
」
な
ん
て
言
い
ま
し
て

も
「
な
に
も
知
ら
な
い
く
せ
に
」
と
聞
く
耳
を
も
っ
て
も
ら

え
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
「
同
悲
」
で
は
な
い
。
反
感
を
買
う
だ

け
で
す
。

　

で
は
「
施
無
畏
」
は
な
に
か
と
申
し
ま
す
と
、
み
な
さ
ん

は
毎
月
十
八
日
の
ご
縁
日
に
お
詣
り
に
み
え
る
。
両
手
を
合

わ
せ
て
お
経
を
あ
げ
て
観
音
さ
ま
の
前
に
立
ち
ま
す
と
ほ
っ

と
す
る
で
し
ょ
。
そ
れ
が
観
音
さ
ま
の
功
徳
。
無
畏
と
い
う

の
は
、
畏お

そ

れ
が
無
い
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　

布
施
と
い
う
修
行
に
三
つ
ご
ざ
い
ま
し
て
、
一
つ
目
は
財

施
。
経
済
的
な
施
し
を
い
い
ま
す
。
二
つ
目
は
法
施
。
仏
の

教
え
を
説
く
こ
と
。
そ
し
て
三
つ
目
に
無
畏
施
が
ご
ざ
い
ま

す
。
こ
れ
が
畏
れ
の
無
い
施
し
。「
あ
の
人
に
会
う
と
ほ
っ
と

す
る
の
よ
ね
」。
こ
れ
が
無
畏
の
施
し
で
す
。
ま
さ
に
観
音
さ

ま
の
こ
と
で
す
。

　
世
を
照
ら
す
清
ら
か
な
知
恵

　

つ
ぎ
に
、
苦
悩
の
上
手
な
受
け
止
め
方
を
お
話
し
申
し
上

げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
観
音
経
の
一
節
に
「
無む

ー
く
ー垢
清し

ょ
う
じ
ょ
う
こ
う

浄
光

慧え
ー
に
ち
は
ー
し
ょ
あ
ん

日
破
諸
闇　

能の
う
ぶ
く
さ
い
ふ
う
か
ー

伏
災
風
火　

普
ふ
ー
み
ょ
う
し
ょ
う
せ
ー
け
ん

明
照
世
間
」
と
出
て
参
り

ま
す
。
こ
れ
は
、「
汚
れ
の
な
い
清
ら
か
な
知
恵
は
、
暗
い
心

に
光
り
を
と
も
し
、
す
べ
て
の
災
い
を
ふ
せ
ぎ
、
普
く
世
間
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「
我
見
」
と
い
う
も
の
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ

が
汚
れ
の
な
い
状
態
。
本
日
の
演
題
に
も
付
け
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
「
無
垢
の
こ
こ
ろ
」
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

　

子
ど
も
と
い
う
の
は
本
来
無
垢
の
状
態
で
生
ま
れ
て
き
て

い
ま
す
。
そ
れ
が
、「
幼
子
が
次
第
次
第
に
知
恵
つ
き
て
、
ほ

と
け
に
遠
く
な
る
ぞ
悲
し
き
」
と
い
う
昔
の
歌
が
ご
ざ
い
ま

す
。
生
ま
れ
た
時
は
子
ど
も
は
本
当
に
仏
さ
ま
の
よ
う
で
す
。

そ
れ
が
親
や
世
間
に
よ
っ
て
、
良
い
こ
と
も
悪
い
こ
と
も
た

く
さ
ん
教
わ
っ
て
し
ま
う
。
本
来
持
っ
て
い
る
仏
さ
ま
の
こ

こ
ろ
を
曇
ら
し
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
も
観
音
さ
ま

を
信
仰
し
、
拝
む
こ
と
に
よ
っ
て
本
来
の
無
垢
の
こ
こ
ろ
を

取
り
戻
す
と
、
そ
こ
に
清
ら
か
な
知
恵
が
改
め
て
出
て
く
る
。

暗
い
心
に
光
り
を
と
も
し
て
全
て
の
災
い
を
防
ぐ
。
そ
し
て

普
く
世
の
中
全
体
を
照
ら
す
の
で
す
。

　

住
友
銀
行
の
頭
取
を
勤
め
た
堀
田
庄
三
と
い
う
方
が
、「
お

こ
る
な
、
い
ば
る
な
、
あ
せ
る
な
、
く
さ
る
な
、
ま
け
る
な
」

と
い
う
言
葉
を
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
新
入
社
員
教
育
で
示
し

た
言
葉
だ
そ
う
で
す
。
覚
え
る
の
に
最
初
の
文
字
だ
け
と
っ

て
「
お
い
あ
く
ま
」
と
教
え
た
そ
う
で
す
。

　
「
お
こ
る
な
、
い
ば
る
な
」
と
い
う
の
は
外
に
向
け
て
で
す

ね
。「
あ
せ
る
な
、
く
さ
る
な
、
ま
け
る
な
」
と
い
う
の
は
己

の
内
に
向
け
て
の
言
葉
で
す
。

を
明
る
く
照
ら
す
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
実
は
皆
さ
ま
方
、

観
音
さ
ま
を
拝
ん
で
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
は
、
正
し
く
言

い
ま
す
と
向
こ
う
か
ら
も
拝
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。
昔
の
井

戸
を
思
い
出
し
ま
す
と
、
水
が
上
が
っ
て
こ
な
い
時
は
、
ヤ

カ
ン
で
水
を
持
っ
て
き
て
入
れ
ま
し
た
よ
ね
。
呼
び
水
と
い

う
も
の
で
す
。

　

皆
さ
ま
が
観
音
さ
ま
を
拝
む
と
い
う
の
は
呼
び
水
な
ん
で

す
。
自
分
の
な
か
に
持
っ
て
い
る
観
音
さ
ま
の
心
を
呼
び
起

こ
す
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
音
さ
ま
の
気
持
ち
が

湧
い
て
く
る
の
で
す
。
で
は
な
ぜ
普
段
は
出
て
こ
な
い
の
か

と
言
え
ば
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
自
分
の
物
差
し
、
私
が
私

が
と
い
う「
我
見
」と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
蓋
が
さ
れ
て
い
る
。

　

物
事
を
分
け
隔
て
な
く
、
と
言
葉
で
は
簡
単
に
言
え
ま
す

が
、
だ
い
た
い
の
人
は
分
け
隔
て
あ
り
で
生
活
を
し
て
い
ま

す
。
色
眼
鏡
で
も
の
を
見
て
、
こ
の
人
に
は
こ
れ
を
し
て
上

げ
る
と
き
っ
と
あ
れ
が
返
っ
て
く
る
か
ら
し
て
上
げ
よ
う
と

か
、
あ
の
人
に
は
な
に
を
し
て
も
な
に
も
く
れ
な
い
か
ら
こ

ち
ら
も
な
に
も
し
て
上
げ
な
い
。
食
事
を
い
た
だ
く
と
き
で

も
、
こ
れ
は
大
好
き
だ
か
ら
た
く
さ
ん
食
べ
ち
ゃ
う
と
か
、

こ
れ
は
嫌
い
だ
か
ら
全
部
残
そ
う
な
ど
、
偏
り
が
あ
る
。

　

相
手
の
本
質
な
ど
お
か
ま
い
な
し
に
、
自
分
の
物
差
し
だ

け
で
生
活
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
し
た
物
差
し
や
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が
大
事
な
わ
け
で
す
。

　

最
後
に
『
延
命
十
句
観
音
経
』
を
ご
紹
介
申
し
上
げ
ま
す
。

　

観か
ん

世ぜ

音お
ん　
　
　
（
観
世
音
菩
薩
）

　

南な

む無
仏ぶ

つ　
　
　
（
仏
に
南
無
し
た
て
ま
つ
る
）

　

与よ

仏ぶ
つ

有う

因い
ん　

　
（
仏
と
因
あ
り
）

　

与よ

仏ぶ
つ

有う

縁え
ん　
　
（
仏
と
縁
あ
り
）

　

仏ぶ
っ
ぽ
う
そ
う
え
ん

法
僧
縁　
　
（
仏
法
僧
と
縁
あ
っ
て
）

　

常
じ
ょ
う
ら
く
が
じ
ょ
う

楽
我
浄　
　
（
常
・
楽
・
我
・
浄
の
四
徳
を
得
ん
）

　

朝ち
ょ
う
ね
ん
か
ん
ぜ
お
ん

念
観
世
音　
（
朝
に
観
世
音
を
念
じ
）

　

暮ぼ
ね
ん
か
ん
ぜ
お
ん

念
観
世
音　
（
暮
に
観
世
音
を
念
じ
）

　

念ね
ん
ね
ん
じ
ゅ
う
し
ん
き

念
従
心
起　
（
念
念
、
心
よ
り
起
こ
り
）

　

念ね
ん
ね
ん
ふ
り
し
ん

念
不
離
心　
（
念
念
、
心
を
離
れ
ず
）

　

こ
れ
は
、
い
ま
か
ら
約
千
五
百
年
ほ
ど
前
に
中
国
で
作
ら

れ
た
お
経
で
す
。
そ
れ
が
三
、四
百
年
ほ
ど
前
に
日
本
に
伝

わ
っ
て
き
ま
し
て
、
臨
済
宗
の
白
隠
禅
師
が
「
延
命
」
と
い

う
語
を
足
さ
れ
ま
し
た
。
納
め
の
観
音
に
あ
た
り
ま
し
て
、

最
後
に
こ
れ
を
お
読
み
し
て
皆
さ
ま
の
延
命
を
祈
念
す
る
と

共
に
、
今
年
あ
っ
た
良
い
こ
と
、
悪
い
こ
と
も
全
て
忘
れ
て

観
音
さ
ま
の
「
無
垢
の
こ
こ
ろ
」
で
新
年
を
お
迎
え
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
本
日
は
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
掌

　

こ
れ
は
、
な
に
か
に
怒
っ
て
い
ば
っ
た
こ
と
ば
か
り
し
て

い
ま
す
と
、
周
り
か
ら
反
感
を
買
い
ま
す
ね
。
そ
し
て
、
な

に
か
逆
に
言
わ
れ
ま
す
と
焦
る
。
焦
っ
て
、
今
度
は
「
ど
う

せ
自
分
な
ん
か
」
と
く
さ
る
。
そ
し
て
、「
あ
あ
、
も
う
だ
め

か
」
と
負
け
る
の
で
す
。
こ
れ
が
す
べ
て
の
災
い
の
も
と
な

ん
だ
と
堀
田
庄
三
さ
ん
は
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
で
は
そ
う
な
ら

な
い
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
良
い
の
か
、
そ
れ
が
忍
耐
と
い

う
こ
と
。
耐
え
忍
ぶ
こ
と
、
こ
れ
は
待
つ
こ
と
で
あ
っ
て
そ

の
間
に
考
え
る
の
で
す
。「
大
変
だ
、
大
変
だ
」
と
言
っ
て
い

ま
す
と
余
計
大
変
に
な
り
ま
す
。
焦
っ
て
い
る
人
の
隣
で
、「
が

ん
ば
れ
、
が
ん
ば
れ
」
と
言
い
ま
す
と
余
計
に
焦
っ
て
し
ま

う
で
し
ょ
う
。

　

そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
、
待
つ
こ
と
。
相
手
の
立
場
を
考

え
る
こ
と
。
そ
れ
が
実
は「
無
垢
の
こ
こ
ろ
」で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

観
音
さ
ま
、
お
地
蔵
さ
ま
、
普
賢
さ
ま
、
文
殊
さ
ま
、
み

ん
な
菩
薩
さ
ま
で
ご
ざ
い
ま
す
。
菩
薩
さ
ま
は
四
つ
の
誓
願

を
も
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
一
つ
に
は
布
施
、
二
つ
に
は
愛
語
、

三
つ
に
は
利
行
、
四
つ
に
は
同
事
。
人
に
喜
ん
で
与
え
た
い
、

そ
れ
は
も
の
で
も
こ
こ
ろ
で
も
、
優
し
い
言
葉
の
一
つ
で
も

良
い
。
思
い
や
り
の
こ
こ
ろ
が
自
然
と
湧
い
て
、
相
手
の
身

に
な
っ
て
な
に
か
し
て
あ
げ
た
い
。
こ
れ
が
菩
薩
さ
ま
の
願

い
で
す
。
相
手
の
立
場
を
考
え
る
た
め
に
忍
耐
と
い
う
こ
と
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平
成
二
十
五
年 

秋
彼
岸
会
の
お
は
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　  

岐
阜
県
自
法
寺 

住
職　

小
栗
隆
博

　

皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
お
彼
岸

の
お
参
り
ご
苦
労
様
で
す
。
先
週

は
台
風
が
近
づ
い
て
お
っ
た
り
し

ま
し
た
が
、
吹
き
飛
ば
さ
れ
た
り

し
ま
せ
ん
で
し
た
か
。
ご
無
事
だ
っ

た
で
し
ょ
う
か
。

　

う
っ
て
か
わ
っ
て
本
日
、
こ
の
よ

う
な
秋
晴
れ
に
恵
ま
れ
た
こ
と
は
、

ひ
と
え
に
、
皆
さ
ま
の
日
頃
の
行
な

い
の
良
さ
を
反
映
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
と
申
し
ま
す
が
、
こ
の
時
期
の
衣

や
着
物
を
ど
う
し
よ
う
か
、い
つ
も
迷
う
の
で
あ
り
ま
す
。
私
、

岐
阜
の
山
奥
か
ら
出
て
参
り
ま
し
て
、
朝
晩
は
も
う
だ
い
ぶ

冷
え
込
ん
で
き
て
お
り
ま
す
が
、
東
京
は
ま
だ
ま
だ
暑
い
の

で
は
な
い
か
と
思
い
、
夏
物
の
、
こ
の
よ
う
な
絽
の
お
袈
裟

を
持
っ
て
参
り
ま
し
た
。
暑
さ
も
彼
岸
ま
で
な
ら
ば
、
秋
の

お
彼
岸
は
夏
物
で
、
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
と
い
う
な
ら
、
春
の

お
彼
岸
は
冬
物
で
も
お
許
し
頂
け
る
の
か
な
あ
、な
ど
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
私
、
こ
れ
ま
で
長
く
東
京
で
住
ま
い
し
て
お
り
ま
し

た
が
、
今
年
の
三
月
に
、
岐
阜
の
恵
那
と
い
う
と
こ
ろ
、
標

高
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
山
の
上
の
飯
地
と
い
う
町
で
す

が
、
そ
こ
に
帰
っ
て
実
家
の
寺
を
継
い
で
住
職
を
し
て
お
り

ま
す
。

　

今
ま
で
東
京
の
ど
真
ん
中
、
文
京
区
に
住
ん
で
お
り
ま
し

て
、
急
に
山
奥
に
戻
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
檀
家
さ
ん
は
じ

め
い
ろ
い
ろ
な
方
が
、「
環
境
の
変
化
に
戸
惑
っ
て
い
る
ん

じ
ゃ
な
い
の
」
と
お
聞
き
に
な
り
ま
す
。
た
し
か
に
東
京
で

は
、家
の
玄
関
を
一
歩
出
た
瞬
間
に
、大
勢
の
人
と
す
れ
違
い
、

ち
ょ
っ
と
出
掛
け
る
だ
け
で
も
、
何
百
人
と
い
う
知
ら
な
い

人
の
顔
を
見
ま
す
。
一
方
、
う
ち
の
田
舎
で
は
、
自
分
の
半

径
五
〇
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
に
は
自
分
一
人
し
か
い
な
い
な
ん

て
こ
と
は
ざ
ら
で
、
目
的
の
場
所
ま
で
車
で
移
動
し
ま
す
か

ら
、
そ
の
間
、
や
や
も
す
れ
ば
誰
に
も
会
わ
ず
に
済
ん
で
し

ま
い
ま
す
。
ま
わ
り
の
音
も
全
然
違
い
ま
す
ね
。
道
路
を
走

る
車
の
音
や
、
道
行
く
人
の
声
、
工
事
の
音
な
ど
、
東
京
は

ず
い
ぶ
ん
と
騒
々
し
い
で
す
が
、
田
舎
で
は
本
当
に
静
か
で

す
。
夜
の
闇
の
深
さ
も
違
い
ま
す
ね
。

　

た
し
か
に
こ
う
い
っ
た
意
味
で
の
環
境
の
変
化
は
あ
り
ま

す
が
、
私
自
身
は
特
に
戸
惑
っ
た
り
と
い
う
こ
と
も
な
く
、

ど
こ
に
い
て
も
、
基
本
的
に
は
、
用
事
が
な
け
れ
ば
全
く
出
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掛
け
な
い
と
い
う
、
内
弁
慶
な
生

活
ス
タ
イ
ル
は
変
わ
り
ま
せ
ん
か

ら
、
不
便
と
も
感
じ
ず
に
暮
ら
し

て
お
り
ま
す
。

　

ち
ょ
う
ど
昨
晩
泊
め
て
い
た
だ

い
た
成
願
寺
様
の
南
書
院
に
「
随

処
作
主
（
随
処
に
主
と
作
る
）」
と

い
う
扁
額
が
掛
か
っ
て
お
り
ま
し

た
。
こ
れ
は
九
世
紀
の
中
国
の
、

臨
済
義
玄
と
い
う
方
の
『
臨
済
録
』

と
い
う
書
物
の
中
の
言
葉
で
す
。

こ
れ
に
さ
ら
に
「
立
処
皆
真
（
立
つ
処
、
皆
真
な
り
）」
と
続

く
言
葉
な
の
で
す
が
、
簡
単
に
言
う
と
、〝
自
分
の
立
っ
て
い

る
場
所
こ
そ
が
世
界
の
中
心
で
あ
る
〟
と
い
う
意
味
で
す
。

例
え
ば
、
手
の
先
か
ら
ひ
も
を
垂
ら
し
て
、
そ
の
先
に
五
円

玉
か
何
か
を
ぶ
ら
下
げ
る
と
、
そ
の
指
す
先
は
間
違
い
な
く

地
球
の
ど
真
ん
中
を
示
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

の
ど
真
ん
中
に
い
よ
う
が
、
千
代
田
区
千
代
田
一
番
地
の
皇

居
で
あ
ろ
う
が
、
中
国
の
奥
地
の
タ
ク
ラ
マ
カ
ン
砂
漠
で
あ

ろ
う
と
、ア
フ
リ
カ
の
ど
こ
か
の
国
で
あ
ろ
う
と
、同
じ
現
象
、

同
じ
真
実
で
あ
り
ま
す
。

　

ち
ょ
う
ど
め
で
た
く
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
催
も
決
ま
り
ま

し
た
が
、
東
京
が
日
本
の
中
心
か
、
あ
る
い
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
が
世
界
の
中
心
か
と
い
う
と
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
自

分
の
い
る
と
こ
ろ
が
世
界
の
中
心
。
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
な

け
れ
ば
、も
っ
と
何
か
無
い
か
、も
っ
と
刺
激
が
な
い
か
、も
っ

と
楽
し
い
こ
と
が
な
い
か
と
、物
欲
し
げ
に
、う
ろ
う
ろ
、き
ょ

ろ
き
ょ
ろ
と
周
り
を
見
渡
し
な
が
ら
毎
日
を
過
ご
す
、
そ
ん

な
人
生
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
岐
阜
で
は
、
毎
朝
の
お
経
の
前
に
短
い
坐
禅
を
し
て

お
り
ま
す
。
皆
さ
ま
の
中
に
も
成
願
寺
さ
ん
で
の
坐
禅
に
親

し
ん
で
い
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。
坐
禅
の
時
と

い
う
の
は
、
手
を
組
み
足
を
組
み
、
心
を
落
ち
着
け
て
、
ま

さ
に
自
分
の
い
る
「
い
ま
、
こ
こ
」
を
深
く
実
感
し
ま
す
。

外
に
向
か
っ
て
い
る
心
を
い
っ
た
ん
内
に
向
け
、
お
の
れ
の

中
に
世
界
を
見
る
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
と

き
に
い
つ
も
「
随
処
作
主 

立
処
皆
真
」
と
い
う
こ
の
言
葉
を

思
い
出
し
ま
す
。

　

間
も
な
く
法
要
が
始
ま
り
ま
す
。
今
お
座
り
い
た
だ
い
て

い
る
お
席
の
そ
れ
ぞ
れ
が
皆
さ
ま
の
中
心
。
し
ば
ら
く
の
間
、

心
を
そ
こ
か
ら
動
か
さ
な
い
で
、
思
い
を
一
つ
に
、
ご
先
祖

様
へ
の
お
祈
り
と
、
ご
修
行
を
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
今
日
は

柱
時
計
が
動
い
て
お
っ
た
の
で
時
間
通
り
に
お
話
が
終
わ
れ

ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 　
　

 

合
掌

「随処作主」
元大本山總持寺後堂三村佛天老師揮毫
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　「
作
法
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
」　
　
　
　
　
　
　
石
原
勝
年

　

一
泊
坐
禅
会
は
、
一
日
の
生
活
が
禅
の
精
神
で
過
ご
せ
る

貴
重
な
機
会
な
の
で
、
昨
年
に
続
い
て
参
加
し
ま
し
た
が
、

今
年
は
作
法
に
つ
い
て
学
べ
、
と
て
も
良
か
っ
た
で
す
。
一

つ
一
つ
の
所
作
の
精
神
を
知
る
こ
と
で
、
所
作
に
魂
が
加
わ

り
、
美
し
く
も
な
る
こ
と
が
分
か
り
、
こ
れ
か
ら
の
日
々
の

生
活
の
中
で
活
か
せ
ま
す
。

　
「
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
、
仏
と
自
分
が
一
つ
に
な
る
こ
と
。

作
法
に
か
な
っ
た
所
作
は
、
す
る
人
も
見
る
人
も
気
持
ち
が

い
い
」。
禅
の
文
化
が
日
本
を
美
し
い
国
に
し
て
き
た
こ
と
を

考
え
る
と
、
私
た
ち
一
人
一
人
が
、
こ
う
い
っ
た
作
法
の
精

神
を
学
び
、
育
て
て
い
く
こ
と
が
、
日
本
人
と
し
て
と
て
も

大
切
な
こ
と
だ
と
実
感
し
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　

合
掌

　「
一
泊
坐
禅
会
に
参
加
し
て
」　
　
　
　
　
　
　
松
永
克
彦

　

た
く
さ
ん
の
方
々
に
お
世
話
い
た
だ
き
、
特
に
若
い
お
坊

さ
ん
方
の
真
摯
な
お
も
て
な
し
に
感
激
し
ま
し
た
。
あ
り
が

た
い
こ
と
で
す
。
一
泊
す
る
こ
と
で
、
就
寝
・
作
務
・
食
事
・

種
々
の
作
業
を
禅
道
と
し
て
実
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
貴
重
な
経
験
で
す
。
な
る
べ
く
多
く
の
人
に
体
験
し
て

い
た
だ
け
る
と
い
い
で
す
ね
。

　

合
掌
・
拝
礼
・
焼
香
・
食
事
・
諸
々
の
作
法
と
そ
の
意
味

平
成
二
十
四
年
度
「
成
道
会
一
泊
坐
禅
会
」
感
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
川
佳
枝

　

坐
禅
を
始
め
て
三
年
目
の
私
は
、

と
も
す
る
と
自
己
流
に
な
り
が
ち
で

す
。
こ
の
度
の
大
塚
達
雄
老
師
の
熱

心
な
ご
指
導
の
も
と
、
改
め
て
道
元

禅
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

寒
さ
厳
し
い
堂
内
で
の
研
修
は
か

な
り
こ
た
え
ま
し
た
が
、
感
覚
的
に

む
し
ろ
冴
え
、
冷
気
と
共
に
教
え
が

浸
透
し
て
き
ま
し
た
。

　

型
を
整
え
る
こ
と
の
大
切
さ
を
再
確
認
し
、
さ
ら
に
礼
拝
・

食
事
・
足
さ
ば
き
等
の
指
導
で
新
し
い
知
識
を
身
に
つ
け
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
美
し
い
所
作
は
、
そ
の
場
に
、
凛
々

し
く
清
ら
か
な
緊
張
感
を
も
た
ら
す
も
の
と
感
じ
ま
し
た
。

貴
重
な
知
識
は
行
動
に
か
え
て
、
日
常
の
暮
ら
し
に
こ
そ
役

立
て
た
い
で
す
。

　

三
度
目
の
成
願
寺
様
で
の
一
泊
坐
禅
会
。
私
の
師
走
の
始

ま
り
で
す
。
一
年
の
し
め
く
く
り
の
月
に
背
筋
を
伸
ば
し
て
、

も
う
ひ
と
頑
張
り
し
な
さ
い
と
気
合
い
を
入
れ
ら
れ
ま
す
。

大
塚
老
師
、
そ
し
て
ご
親
切
に
お
世
話
く
だ
さ
い
ま
し
た
お

坊
様
方
に
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。　
　
　
　
　
　

合
掌
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裏
千
家
茶
道 

和
久
和
久
会 

南
書
院
に
て
開
催

　

残
暑
厳
し
い
八
月
三
十
一
日
（
土
）、
裏
千
家
茶
道
教
授
古

屋
敷
宗
桂
先
生
の
お
社
中
に
よ
る
お
茶
会
「
和わ

く

わ

く

久
和
久
会
」

が
南
書
院
を
会
場
に
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
お
茶
会
は
、
和

室
の
な
い
家
が
増
え
て
い
る
昨
今
、
畳
に
坐
る
経
験
と
共
に

お
茶
と
い
う
も
の
を
知
っ
て
欲
し
い
と
企
画
さ
れ
、
中
野
た

か
ら
幼
稚
園
の
ほ
か
、
近
隣
の
幼
稚
園
保
育
園
の
園
児
が
招

待
さ
れ
ま
し
た
。
茶
席
に
は
暑
さ
の
な
か

に
涼
を
感
じ
さ
せ
る
工
夫
が
随
所
に
施
さ

れ
、
夏
の
花
々
の
他
、
子
ど
も
が
喜
ぶ
よ

う
に
ス
イ
カ
、
か
き
氷
、
素
麺
の
玩
具
が

飾
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
貝
の
形
の
干
菓
子

や
ソ
ー
ダ
味
の
金
平
糖
に
歓
声
を
あ
げ
な

が
ら
、
仲
良
く
薄
茶
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

に
つ
い
て
丁
寧
に
教
え
て
頂
き
、
大
変
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

大
塚
先
生
が
よ
く
仰
い
ま
す
が
、
マ
ナ
ー
を
弁
え
な
い
の
は

知
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
教
え
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
な
い
だ

け
の
こ
と
。

　

若
い
人
た
ち
の
マ
ナ
ー
が
悪
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
人
た
ち
に
教
え
る
べ
き
六
十
歳
以
上
、
さ
ら
に
言
え
ば

老
人
た
ち
の
醜
態
が
多
す
ぎ
ま
す
。
電
車
や
バ
ス
あ
る
い
は

街
の
中
で
。
現
在
の
世
の
中
で
、
マ
ナ
ー
や
作
法
、
さ
ら
に

言
え
ば
人
間
い
か
に
生
く
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
文
科
省
や

政
治
家
に
は
も
は
や
期
待
で
き
ま
せ
ん
。
経
済
主
義
と
は
縁

の
な
い
伝
統
的
な
宗
教
者
の
出
番
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

差
し
出
が
ま
し
い
こ
と
ま
で
書
き
ま
し
た
が
、
ご
容
赦
下
さ

い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
掌

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ダ
グ
ラ
ス
・
ア
カ
デ
ミ
ー
坐
禅
会
報
告

　

去
る
六
月
七
日

（
金
）、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
の
公
立
校
Ｆ
・
Ｄ
・

ア
カ
デ
ミ
ー
の
女
生

徒
七
人
と
引
率
の
教

員
三
人
が
当
山
を
訪

れ
、
恒
例
の
坐
禅
と

茶
道
の
体
験
学
習
を
行
な
い
ま
し
た
。
慣
れ
な
い
畳
の
上
で

足
を
組
む
と
い
う
初
め
て
の
経
験
に
悪
戦
苦
闘
し
つ
つ
も
約

四
十
分
間
背
筋
を
伸
ば
し
て
し
っ
か
り
坐
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
引
き
続
き
、
茶
道
宗
徧
流
倉
澤
宗
幽
師
範
よ
り
茶
菓

の
も
て
な
し
を
受
け
ま
し
た
。
和
菓
子
と
抹
茶
を
ゆ
っ
く
り

味
わ
っ
た
後
は
毎
年
大
好
評
の
お
点
前
体
験
。
最
後
に
本
堂

前
で
記
念
撮
影
を
し
て
散
会
と
な
り
ま
し
た
。
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山
内
短
信

◎
秋
の
一
泊
坂
東
観
音
詣
り
の
お
知
ら
せ

　

六
回
目
の
坂
東
詣
り
は
千
葉
県
の
霊
場
を
巡
拝
し
ま
す
。

　

日
程　

十
一
月
十
一
日
（
月
）
〜
十
二
日
（
火
）

　

行
程　

成
願
寺
朝
六
時
半
集
合
・
出
発
─
二
十
八
番
滑
河

観
音
龍
正
院
─
二
十
七
番
飯
沼
観
音
円
福
寺
─

三
十
二
番
清
水
寺
─
鴨
川
温
泉
『
鴨
川
館
』
泊
─

三
十
三
番
那
古
寺
─
三
十
番
高
倉
観
音
高
蔵
寺
─

三
十
一
番
笠
森
寺
─
二
十
九
番
千
葉
寺
─
成
願
寺

夕
五
時
半
帰
着
予
定　
　

会
費
─
三
万
八
千
円

＊
十
一
日
の
み
の
日
帰
り
巡
拝
受
け
付
け
ま
す
。
三
十
二
番
ま
で
同
行
し

鉄
道
に
て
帰
京
。
会
費
一
万
三
千
円（
帰
り
の
電
車
代
は
各
自
負
担
）。

◎
成
道
会
一
泊
坐
禅
会 

参
禅
者
募
集
（
十
二
月
七
日
、八
日
）

　

七
日 

夕
五
時
半
受
付
︱
坐
禅
︱
説
教
︱
行
茶
︱
十
時
消
灯

　

八
日 

朝
五
時
起
床
︱
坐
禅
︱
読
経
︱
朝
粥
︱
八
時
解
散

　

会
費　

三
千
円
（
夜
だ
け
・
朝
だ
け
の
参
加
は
千
五
百
円
）

＊
希
望
者
は
七
日
（
土
）
夕
五
時
よ
り
お
坐
り
い
た
だ
け
ま
す
（
自
習
）。
＊
洗

面
用
具
・
筆
記
用
具
持
参
の
こ
と
。
＊
夕
食
は
す
ま
せ
て
き
て
く
だ
さ
い
（
弁

当
持
込
可
／
行
茶
の
時
に
軽
食
が
出
ま
す
）。
＊
申
し
込
み
は
三
日
前
ま
で
。

◎
中
野
た
か
ら
幼
稚
園 

梅
の
収
穫
と
ジ
ュ
ー
ス
作
り

　

去
る
六
月
四
日
（
火
）、
中
野
た
か
ら
幼
稚
園
年
長
さ
ん
の

恒
例
行
事
と
な
っ
て
い
る
梅
の
収
穫
体
験
が
当
山
に
て
行
な

＊
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

h
ttp

://w
w

w
.n

akan
ojou

gan
ji.jp

/

わ
れ
ま
し
た
。
も
い

だ
梅
は
園
に
持
ち
帰

り
、
子
ど
も
た
ち
が

洗
い
、
へ
た
を
と
っ

て
砂
糖
に
漬
け
ま
し

た
。
約
一
ヶ
月
ほ
ど

で
梅
ジ
ュ
ー
ス
が
完

成
し
、
年
中
さ
ん
、
年
少
さ
ん
に
も
分
け
て
み
ん
な
で
い
た

だ
き
ま
し
た
。

◎
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
安
達
原
玄 

祈
り
写
仏
の
会
」
成
願
寺
教
室

　
「
写
仏
」
と
は
、仏
画
な
ど
を
基
に
し
て
、

筆
と
絵
の
具
で
仏
さ
ま
の
お
姿
を
写
し
描

く
こ
と
で
す
。
描
く
こ
と
で
心
が
落
ち
着

き
、
行
に
も
繋
が
り
ま
す
。
入
門
随
時
受

付
。
初
心
の
方
に
も
や
さ
し
く
指
導
い
た

し
ま
す
。
入
門
を
ご
希
望
の
方
は
寺
務
所

ま
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】
毎
月
第
三
土
曜
日　

十
二
時
三
十
分 

〜 

十
七
時

　
【
講
師
】
安
達
原
千
雪
（
安
達
原
玄
先
生
直
門
）

　
【
会
費
】
一
回　

三
千
五
百
円
（
教
材
費
別
途
）


