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こ
の
度
、
成
願
寺
様
の
季
報
が
百
号
を
数
え
る
由
、
心
よ

り
お
祝
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。
寺
院
が
発
行
す
る
冊
子
は
、

寺
院
と
檀
信
徒
、
更
に
は
全
国
の
縁
者
や
寺
院
同
士
を
つ
な

ぐ
重
要
な
役
目
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　

伺
い
ま
す
に
、成
願
寺
季
報
は
昭
和
六
十
三
年
（
一
九
八
八
）

大本山總持寺副監院心得
（出版、教育、布教、参禅、国際、人権、資料編纂 担当）

福井県龍泉寺住職
山口正章老師

百
号
を
祝
す

　「
百
不
当
の
一
老
」
の
現
成

大
本
山
總
持
寺
副
監
院
心
得
・
福
井
県
龍
泉
寺
住
職  

山
口
正
章

に
第
一
号
を
発
刊
し
て
以
来
、
年
に
四
回
、
春
秋
の
彼
岸
・

お
盆
・
歳
末
の
際
に
号
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
の
間
、

二
十
五
年
の
歳
月
が
流
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
口

に
二
十
五
年
と
言
い
ま
す
が
、
人
間
に
例
え
れ
ば
生
ま
れ
た

て
の
赤
ん
坊
が
立
派
な
社
会
人
に
成
長
す
る
の
で
す
か
ら
、

様
々
な
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
こ
と
と
拝
察
い
た
し
ま
す
。

　

今
日
の
嘉
辰
を
迎
え
ら
れ
た
の
は
、「
創
刊
以
来
二
十
五
年

間
に
わ
た
る
百
不
当
の
一
老
」
で
あ
り
、
ひ
と
え
に
方
丈
様
・

若
方
丈
様
始
め
編
集
に
携
わ
ら
れ
た
方
々
へ
、
敬
意
を
表
さ

ず
に
は
お
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
現
在
の
季
報
を
拝
読
し
ま
す
と
、
Ａ
五
版
・
十
二

頁
に
記
載
さ
れ
る
内
容
は
、
巻
頭
に
毎
回
様
々
な
僧
侶
（
し

か
も
曹
洞
宗
に
限
ら
ず
広
く
色
々
な
宗
派
の
方
）
の
「
説
教
」

を
紹
介
し
、
そ
の
後
は
お
寺
の
近
況
報
告
や
檀
信
徒
の
投
稿
・

感
想
文
、
ま
た
催
事
行
持
の
お
知
ら
せ
が
ず
っ
し
り
と
詰
め

込
ま
れ
て
お
り
、
大
変
な
読
み
応
え
が
あ
り
ま
す
。
季
報
の

更
な
る
飛
躍
発
展
の
た
め
、
編
集
者
各
位
の
一
層
の
御
精
進

と
読
者
各
位
の
お
力
添
え
を
祈
念
し
て
や
み
ま
せ
ん
。  
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中
野
た
か
ら
幼
稚
園
の
教
育
・
こ
の
十
年

　
　
　

成
願
寺
付
属 

中
野
た
か
ら
幼
稚
園 

園
長 

佐
々
木
雅
子

　

幼
稚
園
で
は
子
ど
も
達
は
日
々
遊
び
、
遊
び
の
中
で
体
験

を
重
ね
、
保
育
者
の
援
助
を
受
け
、
人
と
し
て
成
長
し
て
い

き
ま
す
。
園
長
と
し
て
奉
職
さ
せ
て
い
た
だ
き
十
年
目
と
な

り
ま
し
た
。
こ
の
中
野
た
か
ら
幼
稚
園
で
の
教
育
活
動
は
、

そ
の
時
期
に
教
員
と
し
て
勤
務
し
て
下
さ
っ
た
先
生
方
と
、

成
願
寺
報
百
号
を
出
す
、
そ
の
今
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
住
職
　
小
林
貢
人

　

諸
方
の
尊
宿
・
先
達
・
有
縁
各
位
の
御
激
励
を
心
頼
み
に

板
行
百
回
二
十
五
年
、
敬
粛
す
る
山
口
正
章
老
師
の
御
祝
辞

頂
く
に
至
り
ま
し
た
。
佛
天
の
加
護
と
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

更
に
寺
の
な
り
た
ち
な
り
わ
い
を
報
ず
る
新
修
「
成
願
寺
誌
」

企
画
あ
り
、
引
き
続
き
御
教
示
御
声
援
賜
り
た
く
存
じ
ま
す
。

　

さ
て
、
門
前
を
走
る
山
手
通
り
拡
幅
工
事
完
了
。
至
近
に

開
い
た
首
都
高
速
道
路
「
中
野
長
者
橋
」
出
入
口
、
電
線
は

地
下
に
潜
り
明
る
く
幅
広
い
歩
道
、「
成
願
寺
前
」
バ
ス
停
新

設
な
ど
有
難
い
こ
と
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
新
バ
ス
停
に
屋
根
が
な
い
。
こ
の
附
近
だ
け
歩

道
幅
が
足
り
な
い
由
。
京
王
バ
ス
曰
く
、「
都
条
例
で
決
め
ら

れ
て
る
ん
で
す
。」
…
…
ず
っ
と
狭
か
っ
た
旧
歩
道
に
横
断
橋

あ
り
条
例
規
格
幅
の
階
段
が
歩
道
を
圧
迫
、 

雨
傘
を
窄
め
て

通
る
始
末
で
し
た
。
…
…
遙
か
に
広
い
新
歩
道
の
バ
ス
停
は

標
識
の
み
、
屋
根
だ
め
。
腑
に
落
ち
ぬ
。
お
か
し
い
で
す
よ
。

　

先
年
の
猛
暑
、
日
照
り
に
炙
ら
れ
て
立
ち
竦
む
人
の
姿
に

は
目
を
覆
い
た
く
な
る
。
冬
の
寒
気
、
雪
も
来
よ
う
。
こ
れ

は
い
け
な
い
。
余
り
に
も
気
が
か
り
な
の
で
、
寺
の
敷
地
を

へ
こ
ま
せ
、
渡
辺
大
工
さ
ん
に
待
合
所
を
造
っ
て
も
ら
い
ま

し
た
。
小
さ
な
も
の
で
す
が
、
少
し
は
日
陰
を
作
り
、
雨
を

凌
ぐ
役
に
立
つ
で
し
ょ
う
。
御
利
用
く
だ
さ
い
。

　

そ
れ
に
し
て
も
都
条
例
は
市
民
の
生
活
心
情
と
い
さ
さ
か

乖
離
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。「
法
令
を
遵
守
し
て
生
活
し
ろ
」

と
言
う
な
ら
、
法
を
つ
く
る
際
に
は
充
分
審
議
し
、
江
湖
の

賛
同
を
得
て
か
ら
施
行
し
て
も
ら
い
た
い
。

　

ま
さ
に
同
様
、
今
の
安
倍
政
権
ど
う
い
う
心
な
ん
で
し
ょ

う
。
〇
〇
法
、
〇
〇
法
と
内
外
百
年
の
計
に
か
か
る
案
件
を

ド
タ
バ
タ
と
強
引
、
特
急
に
立
法
し
て
い
る
。「
広
く
会
議
を

興
し
万
機
公
論
に
決
す
べ
し
」
の
歴
史
を
踏
み
潰
し
て
い
ま

す
ね
。
何
で
こ
ん
な
に
急
ぐ
の
か
、
総
理
が
ま
た
胃
腸
病
で

倒
れ
ぬ
内
に
早
く
立
法
施
行
し
た
い
勢
力
が
張
り
切
っ
て
い

る
の
か
し
ら
。　

怖
い
。

　

挨
拶
が
愚
痴
話
に
な
り
ま
し
た
。
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当
園
の
保
育
に
基
づ
き
幼
稚
園
の
教
育
課
程
を
作
成
し
検
証

す
る
こ
と
を
重
ね
て
、
年
々
改
良
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
幼
稚
園
で
考
え
て
い
る
教
育
の
効
果
が
出
る
よ
う

に
、
教
育
懇
談
会
や
通
信
で
ご
理
解
い
た
だ
き
、
ご
家
庭
に

協
力
を
仰
い
で
い
ま
す
。

　

専
業
主
婦
の
方
が
多
い
で
す
が
、
フ
ル
タ
イ
ム
で
お
仕
事

を
し
て
お
い
で
の
方
で
も
、
ご
自
身
や
ご
主
人
も
し
く
は
祖

父
母
の
方
が
き
ち
ん
と
懇
談
会
に
出
席
し
て
、
幼
稚
園
か
ら

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
て
大
変
に
協
力
的
で
す
。
こ
れ
こ
そ

が
幼
稚
園
教
育
の
素
晴
ら
し
さ
だ
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

教
員
と
し
て
ご
縁
の
で
き
た
皆
さ
ん
も
そ
れ
ぞ
れ
に
得
意

な
分
野
を
持
ち
、
子
ど
も
達
の
為
に
も
自
身
の
研
鑚
を
重
ね

て
い
ま
す
。
昨
年
度
あ
る
教
員
は
、
保
育
の
中
で
大
事
に
し

て
き
た
『
絵
本
か
ら
の
ご
っ
こ
遊
び
』
に
つ
い
て
ま
と
め
た

い
…
…
と
希
望
を
出
し
ま
し
た
。
成
願
寺
の
方
丈
様
に
許
可

を
頂
戴
し
、
園
長
と
教
員
で
大
学
の
先
生
に
ア
ド
バ
イ
ス
を

お
願
い
し
て
、
昨
年
度
の
幼
児
音
楽
研
究
会
で
〈
年
中
〉
の

事
例
を
発
表
し
ま
し
た
。

　

今
年
度
の
五
月
に
は
、
園
長
が
会
員
と
な
っ
て
い
る
日
本

保
育
学
会
に
て
、〈
年
中
年
長
の
比
較
〉
を
ポ
ス
タ
ー
発
表
し

ま
し
た
。
素
晴
ら
し
い
先
生
で
し
た
が
、
ご
自
身
も
素
敵
な

伴
侶
と
か
わ
い
い
お
子
さ
ん
に
恵
ま
れ
、
夏
に
は
幼
稚
園
を

離
れ
ま
し
た
。
い
つ
か
ま
た
現
場
で
活
躍
し
て
い
た
だ
き
た

い
で
す
ね
。

　

幼
稚
園
は
三
年
間
し
か
ご
一
緒
出
来
ま
せ
ん
が
、
園
児
さ

ん
達
に
は
そ
こ
に
続
く
何
十
年
も
の
人
生
が
あ
る
の
で
す
か

ら
、『
よ
り
良
く
あ
り
た
い
』
と
願
い
努
力
が
で
き
る
人
を
育

て
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

入
園
前
に
各
ご
家
庭
に
配
布
す
る
し
お
り
を
見
て
み
ま

し
ょ
う
。

▼
本
園
の
教
育
目
標

　

中
野
た
か
ら
幼
稚
園
の
伝
統
の
中
に
「
躾
を
重
ん
じ
身
体

を
丈
夫
に
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

　

勿
論
安
定
し
た
き
も
ち
で
楽
し
く
生
活
し
、
そ
の
中
か
ら

人
と
し
て
生
き
て
い
く
た
め
の
基
礎
を
育
ん
で
い
き
ま
す
。

　
「
自
由
」
と
「
奔
放
」
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
よ
う

に
、
自
主
的
な
生
活
を
す
る
た
め
に
も
「
決
ま
り
を
守
ろ
う

と
す
る
心
」
を
育
て
、
そ
の
年
齢
な
り
の
自
己
統
制
が
で
き

る
こ
と
も
大
切
な
の
で
す
。

　

健
康
な
心
を
育
む
た
め
に
丈
夫
な
身
体
作
り
も
大
切
で
す
。

○
丈
夫
な
身
体

・
の
び
の
び
と
活
発
に
あ
そ
ぶ
。
意
欲
を
持
ち
事
に
あ
た
り
、
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問
題
解
決
に
工
夫
を
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

・
健
康
で
清
潔
な
生
活
に
意
識
を
持
ち
生
活
す
る
。

・
正
課
体
操
指
導
や
体
操
朝
礼
を
き
っ
か
け
に
し
、
友
達
と

　

一
緒
に
身
体
を
動
か
し
遊
ぶ
こ
と
を
喜
ぶ
。

○
安
心
安
全
な
生
活

・
心
が
安
定
し
充
分
に
遊
び
込
む
。

・
自
ら
安
全
を
意
識
し
生
活
で
き
る
。

・
非
常
時
（
災
害
、
不
審
者
侵
入
）
等
に
も
安
全
な
避
難
が

　

で
き
る
よ
う
に
な
る
。

○
自
分
も
ひ
と
も
大
切
に
で
き
る

・
自
己
肯
定
感
を
持
ち
、
意
欲
的
に
生
活
し
自
分
の
思
い
を

　

伝
え
よ
う
と
す
る
。

・
他
者
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
持
ち
相
手
の
気
持
ち

　

に
思
い
を
は
せ
、
他
者
と
協
調
し
て
生
活
し
よ
う
と
す
る
。

○
感
謝
の
心
を
持
つ

・
心
を
静
か
に
す
る
体
験
を
通
し
、
祈
り
に
思
い
を
込
め
る

　

事
を
知
る
。

・
飼
育
栽
培
を
通
し
命
へ
の
慈
し
み
の
心
を
育
む
。

・
世
話
を
行
な
う
達
成
感
や
収
穫
の
喜
び
、
味
わ
い
を
通
し

　

感
謝
の
心
を
知
る
。

・
人
や
物
に
、
自
分
が
生
か
さ
れ
て
い
る
事
に
感
謝
の
気
持

　

ち
を
持
つ
。

▼
特
色
あ
る
教
育

【
心
を
育
て
る
】

　

宗
教
教
育
（
花
ま
つ
り
、
成
道
会
、
朝
礼
等
）
を
通
し
て

心
を
静
か
に
す
る
落
ち
着
い
た
時
間
の
体
験
を
し
ま
す
。

○
幼
稚
園
か
ら
幼
児
用
の
数
珠
を
お
渡
し
し
、
卒
園
ま
で
の

間
お
ま
い
り
に
使
用
す
る
。

○
登
園
時
、
正
門
側
の
布
袋
様
に
願
い
事
や
お
礼
の
お
ま
い

り
を
し
て
か
ら
ク
ラ
ス
に
向
か
い
ま
す
。

○
全
学
年
で
集
会
を
行
な
い
仏
様
（
の
の
さ
ま
）
へ
の
お
ま

い
り
の
仕
方
を
知
り
園
長
の
話
に
耳
を
傾
け
ま
す
。

○
年
長
に
な
る
と
月
一
度
成
願
寺
に
出
向
き
、
本
堂
に
て
坐

布
を
使
用
し
た
坐
禅
ま
で
を
副
住
職
か
ら
指
導
を
受
け
ま

す
。
ま
た
正
式
な
お
焼
香
の
仕
方
も
教
え
て
い
た
だ
く
の

で
す
。

○
卒
園
前
に
は
成
願
寺
の
取
り
計
ら
い
に
よ
り
、
鶴
見
の
總

持
寺
へ
行
き
無
事
に
幼
稚
園
生
活
を
お
く
る
事
が
で
き
た

報
告
の
お
ま
い
り
、
坐
禅
を
行
な
い
ま
す
。

○
縦
割
り
保
育
で
年
長
児
が
年
少
児
の
着
替
え
や
生
活
の
世

話
、
遊
び
に
誘
う
等
を
通
し
年
長
児
と
し
て
の
自
覚
を
促

し
ま
す
。
年
少
児
は
自
分
が
お
世
話
を
し
て
も
ら
っ
た
体

験
か
ら
、
成
長
し
て
か
ら
自
分
達
が
お
世
話
を
し
よ
う
と

い
う
意
欲
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
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○
飼
育
栽
培
物
の
世
話
を
通
し
、
生
き
も
の
に
対
す
る
慈
し

み
の
心
を
育
て
ま
す
。

【
健
康
な
身
体
を
つ
く
る
】

○
幼
児
の
身
体
の
発
達
状
況
を
踏
ま
え
、
学
齢
に
ふ
さ
わ
し

い
動
き
を
誘
発
す
る
遊
び
を
保
育
に
組
入
れ
て
い
ま
す
。

（
身
体
を
巧
み
に
動
か
す
こ
と
も
幼
児
の
う
ち
に
体
験
し
て

お
き
た
い
事
で
す
）。

○
自
分
の
身
体
を
動
か
す
こ
と
を
楽
し
み
、
ル
ー
ル
を
守
っ

て
遊
ぶ
楽
し
さ
を
体
験
で
き
る
よ
う
に
学
齢
に
よ
る
理
解

度
に
合
わ
せ
工
夫
を
し
ま
す
。（
全
身
運
動
か
ら
末
端
の
動

き
に
。
身
体
の
部
分
を
意
識
し
て
力
を
入
れ
る
。
自
分
や

友
達
の
身
体
を
支
え
る
等
）

○
運
動
に
苦
手
意
識
の
あ
る
子
ど
も
も
共
に
体
験
出
来
る
よ

う
正
課
体
操
、
体
操
朝
礼
の
時
間
を
設
け
新
し
い
取
り
組

み
の
き
っ
か
け
と
し
た
り
、
ク
ラ
ス
や
園
全
体
の
共
通
理

解
の
も
と
に
指
導
を
行
う
の
で
す
。

○
週
三
日
は
給
食
で
、
皆
で
同
じ
物
を
食
し
味
わ
い
ま
す
。

家
庭
で
は
出
な
い
食
材
や
味
付
け
に
出
会
う
こ
と
、
苦
手

な
物
で
も
少
し
は
食
べ
て
み
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
ま
で
導

い
て
い
き
ま
す
。
週
二
日
の
家
庭
か
ら
の
お
弁
当
で
、
お

子
さ
ん
は
家
庭
の
愛
情
を
更
に
感
じ
る
事
で
し
ょ
う
。

【
安
心
安
全
な
生
活
の
た
め
に
】

○
家
庭
か
ら
幼
稚
園
に
入
る
と
い
う
こ
と
は
同
年
齢
児
の
集

団
生
活
へ
の
船
出
で
す
。
特
に
年
齢
の
低
い
幼
児
は
生
活

に
慣
れ
、
担
任
に
親
し
み
、
心
が
許
せ
る
よ
う
に
な
る
ま

で
に
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
そ
れ
に
は
、
ご
家
庭
の
ご
協

力
が
不
可
欠
で
す
。
お
子
さ
ん
が
疲
れ
す
ぎ
て
し
ま
わ
な

い
よ
う
に
配
慮
し
て
、
新
し
い
集
団
生
活
に
楽
し
く
す
べ

り
出
せ
る
よ
う
に
ご
援
助
下
さ
い
。
朝
、
登
園
時
刻
に
幼

稚
園
に
着
く
こ
と
も
、
心
地
良
い
生
活
の
ス
タ
ー
ト
に
不

可
欠
で
す
。

○
火
災
、
地
震
の
時
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
か
毎
月
の
訓

練
で
体
験
し
、
避
難
の
仕
方
を
知
っ
て
い
き
ま
す
。

○
不
審
者
が
侵
入
し
た
場
合
の
教
職
員
の
判
断
、
行
動
も
中

野
警
察
の
方
々
の
ご
協
力
を
得
て
毎
年
レ
ベ
ル
ア
ッ
プ
を

し
て
い
ま
す
。
教
員
の
訓
練
の
後
、
年
中
長
児
に
は
『
知

ら
な
い
人
に
連
れ
て
行
か
れ
そ
う
に
な
っ
た
時
』
を
ロ
ー

ル
プ
レ
イ
で
学
ぶ
防
犯
教
室
を
行
な
い
ま
す
。

　

中
野
た
か
ら
幼
稚
園
の
素
晴
ら
し
さ
は
い
つ
も
私
た
ち
を

見
守
っ
て
下
さ
る
『
の
の
様
』
を
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
事
。

　

そ
し
て
役
員
さ
ん
を
は
じ
め
と
す
る
協
力
的
な
ご
家
庭
の

皆
様
と
い
つ
も
応
援
し
て
下
さ
る
成
願
寺
の
皆
様
、
卒
園
児
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を
進
み
ま
す
。
ま
ず
は
成
田
市
の
二
十
八
番
滑
川
観
音
龍
正
院

へ
。
承
和
五
年
（
八
三
八
）
慈
覚
大
師
の
開
基
と
伝
わ
る
古
刹

で
、
ご
本
尊
は
十
一
面
観
音
様
。
バ
ス
を
降
り
る
と
目
を
引
く

の
が
、
室
町
中
期
建
立
と
い
う
重
要
文
化
財
の
茅
葺
き
仁
王
門

で
、左
右
に
伸
び
た
立
派
な
し
め
縄
が
印
象
的
で
す
。
そ
の
昔
、

門
前
一
帯
の
大
火
の
際
に
仁
王
様
が
大
き
な
団
扇
で
火
を
扇
ぎ

返
し
て
寺
域
を
護
っ
た
と
か
。
以
来
、
し
め
縄
を
龍
正
院
の
龍

に
な
ぞ
ら
え
、龍
が
山
を
護
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

天
井
や
欄
間
に
天
女
が
舞
う
朱
塗
り
の
本
堂
に
て
お
詣
り
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

車
窓
に
風
力
発
電
の
大
風
車
、
利
根
川
に
浮
か
ぶ
水
鳥
を
眺

め
な
が
ら
水
郷
ラ
イ
ン
を
銚
子
市
の
二
十
七
番
飯
沼
観
音
圓
福

寺
へ
。
ご
本
尊
の
十
一
面
観
音
様
は
漁
夫
に
よ
っ
て
拾
い
上
げ

ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。
後
に
弘
法
大
師
に
よ
っ
て
開
眼
さ
れ
、

以
来
、
海
に
三
方
が
囲
ま
れ
た
地
に
あ
っ
て

海
上
安
全
や
大
漁
満
足
な
ど
の
信
仰
を
集
め

て
い
ま
す
。
観
音
堂
の
立
派
な
お
厨
子
の
前

で
お
経
を
上
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

銚
子
駅
前
で
海
の
幸
づ
く
し
の
昼
食
を
済

ま
せ
、
バ
ス
は
太
平
洋
沿
い
を
ひ
た
す
ら
南

下
。
続
い
て
い
す
み
市
の
三
十
二
番
清
水
観

音
へ
。
小
振
り
の
仁
王
門
、
朱
塗
り
の
四
天

七難即滅の仁王様が祀られた仁
王門（滑川観音）

総檜造りの五重塔がそびえ立つ
圓福寺

観音講の額が数多く掲げられた
堂内（清水寺）

秋
の
坂
東
観
音
詣
り
の
報
告

　

昨
年
秋
の
観
音
詣
り
は
、十
一
月
十
一
日（
月
）・
十
二
日（
火
）

の
一
泊
で
、
六
回
目
と
な
る
板
東
札
所
巡
り
を
行
な
い
、
千
葉

県
内
の
七
ヶ
寺
を
巡
拝
し
ま
し
た
。

　

観
音
堂
に
て
旅
の
無
事
を
お
祈
り
し
た
後
、
朝
七
時
に
大
型

バ
ス
で
出
発
。
新
宿
か
ら
首
都
高
を
抜
け
て
東
関
東
自
動
車
道

や
地
域
の
皆
様
に
温
か
く
見
守
っ
て
い
た
だ
け
る
事
。

　

そ
し
て
一
生
懸
命
な
教
職
員
で
し
ょ
う
か
？

　

人
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
幼
児
の
心
は
育
ち
ま
す
。

　

時
に
優
し
く
時
に
厳
し
く
接
し
、
中
野
た
か
ら
幼
稚
園
で

の
出
会
い
に
感
謝
し
、
共
に
生
き
る
時
間
を
《
よ
り
良
く
》

を
合
言
葉
に
し
て
精
進
す
る
こ
と
が
出
来
る
幸
せ
を
感
じ
て

お
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
掌
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ト
ル
）
と
い
う
全
国
で
も
最
大
級
の
お
姿
。
縁
結
び
と
子
授
け

の
霊
験
で
知
ら
れ
る
正
観
音
様
に
お
経
を
上
げ
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
房
総
半
島
の
中
央
辺
り
に
位
置
す
る
長
南
町
の

三
十
一
番
笠
森
観
音
へ
。
延
暦
三
年
（
七
八
四
）
に
最
澄
が
楠

の
霊
木
で
十
一
面
観
音
を
刻
み
、開
基
し
た
と
伝
わ
る
古
刹
で
、

大
岩
の
上
に
そ
び
え
る
観
音
堂
は
、
六
十
一
本
の
柱
で
支
え
ら

れ
た
四
方
懸
造
と
呼
ば
れ
る
日
本
唯
一
の
建
築
様
式
。
重
要
文

化
財
に
も
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
惜
し
く
も
修
復
中
で
上
が

る
こ
と
が
叶
わ
ず
、
お
堂
の
下
で
の
読
経
と
な
り
ま
し
た
。
周

辺
の
山
々
は
「
県
立
笠
森
鶴
舞
自
然
公
園
」
と
し
て
守
ら
れ
、

森
林
浴
を
楽
し
み
な
が
ら
の
参
拝
と
な
り
ま
し
た
。

　

最
後
に
訪
れ
た
の
は
千
葉
市
の
二
十
九
番
千せ

ん
よ
う葉
寺じ

。
仁
王
門

を
く
ぐ
る
と
和
銅
二
年
（
七
〇
九
）
と
い
う
創
建
の
年
に
行
基

が
も
た
ら
し
た
県
指
定
天
然
記
念
物
の
大
銀
杏
が
迎
え
て
く
れ

ま
し
た
。
や
は
り

行
基
作
と
い
う
ご

本
尊
の
十
一
面
観

音
様
に
お
経
を
上

げ
る
と
、
旅
の
行

程
を
終
え
成
願
寺

へ
の
帰
路
へ
着
き

ま
し
た
。　

了

千葉県指定文化財の多宝塔
（那古寺）

本堂前で記念撮影（高蔵寺）

修復中の観音堂の下で読経する
一行（笠森寺）

門
を
く
ぐ
る
と
成
願
寺
と
同
じ
く
百
体
観
音
が
お
祀
り
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
手
を
合
わ
せ
て
か
ら
、
さ
ら
に
階
段
を
上
が
り
木

立
に
囲
ま
れ
た
本
堂
へ
。
鎌
倉
時
代
作
と
い
う
十
一
面
観
音
様

を
参
拝
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

宿
は
鴨
川
温
泉
「
鴨
川
館
」。
山
海
の
珍
味
と
温
泉
で
旅
の

疲
れ
を
癒
し
ま
し
た
。
翌
朝
は
八
時
半
出
発
。
館
山
市
の
結
願

札
所
那
古
観
音
へ
。
な
だ
ら
か
な
参
道
に
は
阿
弥
陀
堂
、
ど
っ

し
り
と
し
た
木
造
の
多
宝
塔
等
が
建
ち
並
び
、
山
並
み
に
映
え

て
美
し
い
。
館
山
湾
を
眼
下
に
望
む
観
音
堂
に
て
、
無
事
結
願

を
迎
え
る
日
を
思
い
な
が
ら
、
平
安
時
代
作
と
い
う
ご
本
尊
の

千
手
観
音
様
に
お
詣
り
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

バ
ス
は
内
房
を
北
上
し
、
木
更
津
市
の
三
十
番
高
倉
観
音
高

蔵
寺
へ
。
ご
本
尊
は
天
平
年
間
（
七
二
九
〜
七
四
八
）
の
行
基

作
と
伝
わ
る
樟
木
一
本
彫
で
、身
の
丈
一
丈
二
尺
（
三
・
六
メ
ー

海上山の扁額の掛かる本堂で、
今回の旅、最後の読経（千葉寺）
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小
笹
会
学
生
研
究
報
告

推
薦
者
・
遠
藤
晴
男
…
王
家
が
国
を
支
配
す
る
ア
ラ
ビ
ア
湾
岸

諸
国
の
中
で
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
は
「
一
九
六
二
年
憲
法
」
の
下
で

早
く
か
ら
議
会
を
持
ち
、
普
通
選
挙
に
よ
っ
て
議
員
を
選
出
し

て
き
た
。
こ
れ
を
ク
ウ
ェ
ー
ト
王
家
と
商
人
階
級
間
の「
契
約
」

の
成
果
と
説
明
し
て
き
た
学
会
で
、
佐
藤
氏
は
、
膨
大
な
ア
ラ

ビ
ア
語
の
現
地
資
料
を
読
み
込
ん
で
、
ア
フ
マ
ド
・
ハ
テ
ィ
ー

ブ
を
中
心
と
し
た
一
般
民
衆
の
政
治
参
加
運
動
が
あ
っ
た
と
す

る
新
し
い
見
方
を
付
け
加
え
た
。
私
が
佐
藤
氏
を
小
笹
会
奨
学

生
に
推
薦
し
た
所
以
で
あ
る
。

（
中
東
研
究
家
。「
勳
一
等
カ
ブ
ー
ス
国
王
陛
下
文
化
・
科
学
・
芸
術
勲
章
」受
章
者
）

あ
る
立
憲
主
義
者
の
個
人
史
に
つ
い
て
の
関
心
を
中
心
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
大
学
大
学
院
　
佐
藤
卓
巳

　

二
〇
一
三
年
三
月
、
早
稲
田
大
学
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
研
究
機

構
が
出
版
す
る
『
イ
ス
ラ
ー
ム
地
域
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
と
い

う
学
術
誌
に
、「
ア
フ
マ
ド
・
ハ
テ
ィ
ー
ブ
に
つ
い
て
の
試
論
」

と
題
し
た
研
究
ノ
ー
ト
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
同
ノ
ー

ト
の
執
筆
過
程
で
は
、
議
論
の
対
象
で
あ
る
こ
の
男
性
に
面
会

す
る
た
め
に
、彼
の
出
身
地
で
あ
る
ペ
ル
シ
ャ
湾
岸
の
君
主
国
、

ク
ウ
ェ
ー
ト
を
訪
問
し
た
。
そ
し
て
こ
の
訪
問
を
実
現
す
る
に

当
た
り
、
小
笹
会
よ
り
給
付
し
て
い
た
だ
い
た
学
術
振
興
金
を

活
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
本
文
章
で
は
、筆
者
が
ア
フ
マ
ド
・

ハ
テ
ィ
ー
ブ
に
つ
い
て
関
心
を
得
た
理
由
を
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
の

政
治
制
度
に
触
れ
つ
つ
簡
潔
に
述
べ
た
い
。

　

ク
ウ
ェ
ー
ト
は
、
オ
マ
ー
ン
、
カ
タ
ル
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
、
そ
し
て
バ
ハ
レ
ー
ン
と
と
も
に
湾
岸
協

力
会
議
（
Ｇ
Ｃ
Ｃ
）
を
構
成
す
る
、
湾
岸
君
主
国
の
ひ
と
つ
で

あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
こ
れ
ら
諸
国
は
莫
大
な
石
油
収
入
を

得
て
い
る
た
め
、
過
去
数
十
年
の
あ
い
だ
に
、
世
界
で
最
も
経

済
的
に
豊
か
な
国
々
へ
と
変
貌
し
た
。
し
か
し
一
方
で
、
各
国

の
首
長
家
は
、
行
政
お
よ
び
立
法
に
関
す
る
権
限
を
独
占
支
配

し
つ
つ
、
国
民
に
対
し
て
は
石
油
収
入
を
分
配
す
る
こ
と
で
、

彼
ら
の
政
治
的
不
満
を
懐
柔
し
て
き
た
。
ハ
テ
ィ
ー
ブ
の
出
身

地
で
あ
る
ク
ウ
ェ
ー
ト
に
お
い
て
も
、
首
長
家
で
あ
る
サ
バ
ー

ハ
一
族
は
、
石
油
経
済
が
開
始
し
た
一
九
五
〇
年
代
以
降
、
雇

用
政
策
、
無
料
の
医
療
・
教
育
サ
ー
ビ
ス
、
そ
し
て
時
に
は
露

骨
な
現
金
の
ば
ら
撒
き
政
策
な
ど
を
と
お
し
て
、
国
民
の
政
治

的
不
満
を
和
ら
げ
る
こ
と
に
成
功
し
て
き
た
。

　

し
か
し
ク
ウ
ェ
ー
ト
は
、
そ
の
他
の
Ｇ
Ｃ
Ｃ
諸
国
と
比
較
し

て
、
一
般
国
民
の
国
政
に
対
す
る
参
加
水
準
が
最
も
高
い
、
と

い
う
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
同
国
に
は
、
英
国
か
ら

独
立
し
た
一
九
六
一
年
以
降
、
国
民
が
主
権
の
源
泉
で
あ
る
と



9

明
記
す
る
「
一
九
六
二
年
憲
法
」
と
、
そ
の
憲
法
に
よ
っ
て
制

度
化
さ
れ
た
国
民
議
会
と
い
う
立
法
機
関
が
存
在
す
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
ク
ウ
ェ
ー
ト
国
民
は
、
普
通
選
挙
を
と
お
し
て

自
ら
の
政
治
的
見
解
を
代
弁
す
る
議
員
を
国
民
議
会
に
選
出

し
、
選
出
さ
れ
た
議
員
は
、
国
家
運
営
に
必
要
不
可
欠
な
法
制

度
を
制
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
事
実
は
、
そ
の
他
の
Ｇ
Ｃ

Ｃ
諸
国
に
お
い
て
は
、
首
長
と
そ
の
親
族
が
国
家
行
政
お
よ
び

立
法
に
関
す
る
権
限
を
独
占
し
、
一
般
国
民
が
そ
れ
ら
行
為
に

関
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
と
比
較
す
る
と
、
大
き
な
相

違
で
あ
る
。

　

こ
の
度
の
試
論
で
取
り
あ
げ
た
ア
フ
マ
ド
・
ハ
テ
ィ
ー
ブ
と

は
、
国
民
に
対
し
政
治
的
権
利
（
限
定
的
で
は
あ
る
が
）
を
与

え
る
「
一
九
六
二
年
憲
法
」
の
起
草
に
お
い
て
、
最
も
重
要

な
役
割
を
果
た
し
た
元
議
会
議
員
で
あ
る
。
一
九
二
八
年
生
ま

れ
の
こ
の
老
練
の
立
憲
主
義
者
は
、
時
に
は
体
制
側
に
よ
る

暗
殺
未
遂
に
あ
う
な
ど
自
身
の
命
を
危
険
に
さ
ら
し
な
が
ら
、

一
九
五
〇
年
代
よ
り
半
世
紀
以
上
に
も
わ
た
り
、
議
会
内
外
に

お
け
る
政
治
活
動
を
と
お
し
て
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
民
主
化
を
主
張

し
て
き
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
政
治
的
挑
戦
は
、
湾
岸
で
は

極
め
て
珍
し
い
。
こ
の
試
論
は
、
ハ
テ
ィ
ー
ブ
の
こ
の
強
固
な

政
治
的
信
念
が
、
い
か
な
る
背
景
の
も
と
醸
成
さ
れ
た
の
か
に

つ
い
て
、
彼
の
個
人
史
の
前
半
部
分
に
着
目
し
て
整
理
し
た
も

の
で
あ
る
。　

　

筆
者
が
ハ
テ
ィ
ー
ブ
に
対
し
関
心
を
得
た
理
由
は
、
ク

ウ
ェ
ー
ト
の
議
会
制
度
の
設
立
に
お
け
る
彼
の
重
要
な
役
割
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
彼
が
自
己
の
信
念
に
忠
実
で
あ
り
、
そ
の

信
念
の
実
現
の
た
め
に
、
既
存
の
制
度
や
価
値
観
に
対
し
て
臆

す
る
こ
と
な
く
挑
戦
し
た
点
に
あ
る
。
確
か
に
、
現
状
を
受
け

い
れ
、
既
存
の
制
度
の
な
か
で
与
え
ら
れ
た
役
割
を
全
う
す
る

者
た
ち
を
、
盲
目
的
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
彼
ら
（
そ
れ
は
現
代
社
会
を
生
き
る
我
々
の
大
部
分
で
あ

る
が
）
が
存
在
し
な
い
限
り
、
世
の
中
に
お
け
る
政
治
、
経
済
、

社
会
的
機
能
は
停
止
し
て
し
ま
い
、
混
乱
と
無
秩
序
が
生
じ
る

だ
け
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
社
会
的
に
認
知
さ
れ
た

地
位
に
甘
ん
じ
る
こ
と
な
く
、
人
類
の
可
能
性
を
信
じ
、
そ
の

発
展
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
障
が
い
と
対
峙
し
て
き
た
者
た
ち

が
人
類
史
を
と
お
し
て
存
在
し
、
彼
ら
の
現
状
に
対
す
る
愚
直

な
問
題
意
識
こ
そ
が
、
思
想
や
技
術
の
発
展
に
貢
献
し
て
き
た

こ
と
も
、
ま
た
同
様
に
確
か
で
あ
る
。

　

ア
フ
マ
ド
・
ハ
テ
ィ
ー
ブ
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
湾

岸
産
油
国
に
お
け
る
立
憲
主
義
者
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と
に

の
み
と
ど
ま
ら
ず
、
人
類
史
に
共
通
す
る
、
時
代
を
牽
引
す
る

者
た
ち
の
理
念
、
実
践
、
そ
し
て
何
よ
り
も
そ
の
苦
悩
を
解
き

あ
か
す
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
し
て
そ
こ
で
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実
践
学
園
高
等
学
校
坐
禅
体
験
感
想
文
紹
介

　
昨
年
八
月
五
日
（
月
）、
ほ
ど
近
く
の
実
践
学
園
高
等
学
校

の
生
徒
十
名
と
引
率
の
教
員
が
、
同
校
の
教
育
目
標
で
あ
る

「
倫
理
観
、
道
徳
心
を
養
う
」
の
一
環
と
し
て
坐
禅
体
験
に
来

山
。
良
泉
寺
住
職
大
塚
達
雄
老
師
の
指
導
で
、
正
座
や
合
掌

の
作
法
、
食
事
の
際
の
心
得
、
坐
禅
を
修
行
し
ま
し
た
。

　
感
想
文
が
届
き
ま
し
た
の
で
抜
粋
し
て
紹
介
し
ま
す
。

＊
「
私
は
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
お
命
を
い
た
だ
き
生
か

さ
れ
て
お
り
ま
す
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
、
生
き
て
い
る

も
の
を
殺
し
て
自
分
が
生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気

付
か
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
「
い
た
だ
き
ま
す
」
と
言

う
の
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
す
。

＊
普
段
私
達
が
い
か
に
礼
儀
を
重
ん
じ
て
い
な
い
か
わ
か
り

ま
し
た
。
普
段
私
達
は
、
な
に
げ
な
く
物
を
使
っ
た
り
し
て

い
ま
す
が
、
そ
の
物
に
も
魂
が
宿
っ
て
い
て
大
切
に
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
し
た
。

＊
無
心
に
な
る
と
い
ろ
ん
な
音
が
聴
こ
え
て
き
ま
し
た
。
セ

ミ
の
声
、
バ
イ
ク
の
音
、
風
の
音
、
幕
の
す
れ
る
音
、
い
ろ

ん
な
音
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
と
て
も
貴
重
な
体
験
に
な
り

ま
し
た
。

＊
坐
禅
を
す
る
前
は
、
お
か
し
を
食
べ
た
り
、
な
ん
か
楽
し

そ
う
と
い
う
軽
い
気
持
ち
で
し
た
が
、
実
際
の
体
験
で
は
、

普
段
の
生
活
で
は
感
じ
ら
れ
な
い
感
覚
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
正
座
の
仕
方
や
お
茶
を
飲
む
時
の
マ
ナ
ー
、
お

焼
香
の
作
法
な
ど
為
に
な
る
こ
と
を
た
く
さ
ん
教
え
て
も
ら

明
ら
か
に
な
る
彼
の
経
験
は
、
目
標
を
持
ち
、
現
実
に
挑
戦
し
、

時
に
は
挫
折
を
繰
り
か
え
す
と
い
う
、
我
々
の
日
々
の
実
践
に

対
す
る
教
訓
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

筆
者
が
ハ
テ
ィ
ー
ブ
に
惹
か
れ
る
理
由
は
、
ま
さ
に
こ
の
点

に
あ
る
。
ハ
テ
ィ
ー
ブ
が
辿
っ
て
き
た
困
難
に
満
ち
た
政
治
人

生
に
つ
い
て
、
彼
の
思
想
的
変
遷
と
と
も
に
明
ら
か
に
す
る
こ

と
は
、
学
問
上
の
問
い
を
超
越
し
た
、
一
人
ひ
と
り
の
人
生
に

迫
る
意
義
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、

今
後
も
ア
フ
マ
ド
・
ハ
テ
ィ
ー
ブ
に
つ
い
て
の
考
察
に
取
り
く

ん
で
い
く
こ
と
は
、
変
化
の
著
し
い
現
代
社
会
に
お
い
て
、
人

間
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
本
質
を
見
失
わ
な
い
た
め
の
、
筆
者

に
と
っ
て
数
少
な
い
手
が
か
り
の
ひ
と
つ
と
な
り
え
よ
う
。

　

こ
の
度
小
笹
会
よ
り
学
術
振
興
金
を
い
た
だ
き
、
以
上
の
問

題
意
識
に
取
り
く
む
た
め
の
ノ
ー
ト
を
残
せ
た
こ
と
は
、
筆
者

に
と
っ
て
幸
せ
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
小
笹
会
に
は
、
心
の
底
か

ら
の
感
謝
を
申
し
あ
げ
た
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
掌
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い
ま
し
た
。
お
寺
で
教
わ
っ
た
日
本
人
の
常
識
を
忘
れ
な
い

よ
う
に
し
た
い
で
す
。

＊
お
茶
と
お
菓
子
の
頂
き
方
に
も
、
こ
ん
な
に
細
か
く
意
味

が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
初
め
て
知
り
ま
し
た
。
普
段
何
も
考

え
ず
に
食
べ
て
い
た
り
「
い
た
だ
き
ま
す
」
と
い
う
あ
い
さ

つ
を
し
な
い
自
分
を
は
ず
か
し
く
思
え
ま
し
た
。
坐
禅
で
は
、

本
当
に
せ
み
の
声
な
ど
が
聞
こ
え
て
き
て
、
心
を
無
に
す
る

こ
と
は
と
て
も
大
切
な
こ
と
だ
と
感
じ
ま
し
た
。

＊
坐
禅
と
い
う
体
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
と
て
も
勉
強
に

な
り
ま
し
た
。
本
堂
と
い
う
と
て
も
素
晴
ら
し
い
場
所
に
入

り
、
正
座
を
し
な
が
ら
話
を
静
か
に
聞
く
、
そ
の
よ
う
な
行

為
を
す
る
こ
と
自
体
は
じ
め
て
す
る
こ
と
だ
ら
け
で
し
た
。

＊
今
回
の
坐
禅
体
験
は
、
日
常
生
活
か
ら
離
れ
、
い
つ
も
の

合掌の仕方を教わり、作法に則りご
あいさつ。

坐禅体験、蒸し暑い中でしたが、しっ
かりと坐りました。

日
常
生
活
で
は
気
に
せ
ず
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ

と
を
感
じ
ら
れ
た
体
験
で
し
た
。
ま
た
、
食
事
の
作
法
で
は
、

普
段
学
べ
な
い
こ
と
を
学
べ
て
良
か
っ
た
で
す
。
全
て
の
物

に
は
命
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
私
た
ち
は
そ
の
命
を
頂
い
て

い
る
と
改
め
て
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

＊
今
回
の
体
験
で
一
番
つ
ら
か
っ
た
の
は
、
正
座
を
三
十
分

間
す
る
こ
と
で
し
た
。
現
代
は
イ
ス
に
座
る
機
会
が
多
く
な

り
、
普
段
正
座
を
し
な
い
の
で
参
加
し
て
い
た
全
員
の
足
が

し
び
れ
て
す
ご
く
痛
く
な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
私
た
ち
の
た

め
に
和
尚
さ
ん
は
正
し
い
正
座
の
作
法
を
教
え
て
下
さ
い
ま

し
た
。
正
座
の
作
法
は
日
本
人
で
も
正
し
い
や
り
方
を
知
ら

な
い
人
が
多
い
と
思
う
の
で
、
是
非
い
ろ
ん
な
人
に
知
っ
て

も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

＊
私
は
雑
念
を
払
う
た
め
に
成
願
寺
に
坐
禅
を
し
に
行
き
ま

し
た
。
や
っ
て
い
る
こ
と
は
ひ
た
す
ら
坐
っ
て
我
慢
す
る
だ

け
の
こ
と
で
し
た
が
、
普
段
か
ら
だ
ら
け
て
い
た
の
で
意
味

の
あ
る
も
の
に
な
り
ま
し
た
。

＊
と
て
も
貴
重
な
経
験
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
最
初
に
坐

禅
を
三
十
分
、
ま
た
そ
の
後
も
三
十
分
正
座
を
し
ま
し
た
。

最
初
は
大
丈
夫
だ
っ
た
の
で
す
が
、
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
て

足
が
パ
ン
パ
ン
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
後
は
自
分
と
の
勝

負
で
す
。
精
一
杯
耐
え
ま
し
た
。
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参
拝
・
教
化
部
長
塩
入
亮
乗
師
説
教
・
仲
見
世
散
策
︱

十
四
番
弘
明
寺
︱
横
浜
中
華
街
重
慶
飯
店
に
て
昼
食
︱

中
華
街
散
策
︱
成
願
寺
夕
六
時
帰
着
予
定

【
会
費
】
一
万
三
千
円

◎
バ
ス
停
「
成
願
寺
前
」
待
合
完
成

　

門
前
の
「
成
願
寺
前
」
バ
ス
停
を
ご
利

用
の
方
々
が
、
夏
の
日
差
し
や
風
雨
を
少

し
で
も
避
け
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
待
合

を
作
り
ま
し
た
。
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◎
学
術
研
究
振
興
基
金
「
小
笹
会
」
へ
の
お
問
い
合
わ
せ

【
小
笹
会
趣
旨
】
小
笹
会
は
佛
教
な
ら
び
に
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ

カ
地
誌
を
中
心
と
す
る
学
術
研
究
振
興
助
成
と
、
勉
学
の
志

に
燃
え
る
学
徒
の
生
活
相
談
と
い
う
二
大
目
的
を
持
つ
。
そ

の
対
象
も
佛
教
徒
を
中
心
に
、
広
く
内
外
に
門
戸
を
開
放
す

る
。
応
募
要
項
、
願
書
を
ご
希
望
の
方
は
寺
務
所
（
Ｆ
Ａ
Ｘ 

〇
三
‐
三
三
七
二
‐
二
七
七
四
）
ま
で
。

【
申
込
受
付
】
随
時

【
審
査
発
表
】
約
五
十
日
後

山
内
短
信

◎
春
彼
岸
中
日
法
要
「
修
証
義
奉
読
会
」
の
お
知
ら
せ

　

三
月
二
十
一
日
（
金
）
春
分
の
日

　

午
前
十
一
時
〜　

受
付

　

午
後
十
二
時
半　

講
談　

日
向
ひ
ま
わ
り
師

　

午
後
一
時
半　
　

檀
信
徒
総
回
向

＊
都
内
演
芸
場
等
で
活
躍
す
る
女
流
講
談
師
・
日
向
ひ
ま
わ

り
師
に
高
座
を
お
願
い
し
ま
し
た
。
歯
切
れ
良
く
読
み
上
げ

ら
れ
る
歴
史
物
語
を
ぜ
ひ
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

◎
春
の
観
音
詣
り
の
お
知
ら
せ

【
日
程
】
四
月
二
十
九
日
（
火
・
昭
和
の
日
）

成
願
寺
朝
八
時
集
合
ご
祈
禱
後
出
発
︱
十
三
番
浅
草
寺

庫
裡
屋
根
改
修
工
事
・
外
部
東
司（
お
手
洗
い
）
新
築
工
事
の
お
知
ら
せ

庫
裡
屋
根
の
老
朽
化
に
伴
い
、
三
月
上

旬
ま
で
改
修
工
事
（
下
写
真
）
を
行
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
東
司
の
新
築
工
事
を

四
月
か
ら
予
定
。
そ
の
間
、
山
門
脇
に

仮
設
手
洗
い
を
設
け
ま
す
。
工
事
期
間

中
は
ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
。
足
元

に
気
を
つ
け
て
ご
参
拝
く
だ
さ
い
。

＊
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス　
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ー
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ー
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ア
ド
レ
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