
　

今
更
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
と
思
い
に

な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
四
十
数
年
住

職
を
し
て
き
て
、
一
般
社
会
の
人
々
の
お

寺
に
対
す
る
思
い
が
、
こ
こ
数
年
で
今
ま

で
と
か
ら
り
違
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

　

今
ま
で
な
ら
ご
先
祖
様
の
供
養
を
す
る

こ
と
、
仏
教
の
教
え
を
広
め
る
こ
と
、
地

域
の
情
報
発
信
の
中
心
で
あ
る
こ
と
、

等
々
を
念
頭
に
活
動
す
れ
ば
良
い
か
と

思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
最
近
は
若
い
人

達
を
中
心
に
ど
う
も
し
っ
く
り
し
な
い
部

分
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い

の
で
す
。

　

か
と
い
っ
て
今
の
若
い
人
達
が
お
寺
に

興
味
が
無
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仏

像
の
お
話
や
高
僧
の
お
話
な
ど
良
く
聴
い

て
く
れ
ま
す
。
観
光
寺
院
は
人
で
溢
れ
て

い
ま
す
し
、
歴
女
や
朱
印
女
子
等
お
寺
を

巡
り
歩
く
若
い
人
も
大
勢
居
ら
れ
ま
す
。

　

一
方
で
、「
無
縁
社
会
」
到
来
と
云
わ

れ
る
よ
う
に
、
か
つ
て
人
が
生
涯
を
送
っ

た
「
血
縁
関
係
」（
家
族
・
一
族
に
囲
ま

れ
た
生
活
）や「
地
縁
社
会
」（
地
域
の
人
々

に
囲
ま
れ
た
生
活
）
は
薄
ら
ぎ
、
社
会
環

境
の
変
化
に
よ
り
、
核
家
族
、
個
人
生
活

を
余
儀
な
く
し
、
ま
た
好
ん
で
し
て
来
ま

し
た
。
社
会
環
境
の
変
化
、
家
族
構
成
の

変
化
に
よ
り
、
葬
儀
も
変
化
す
る
の
は
当

然
で
今
や
家
族
葬
が
当
た
り
前
に
な
り
、

法
事
の
参
列
者
も
随
分
と
少
な
く
な
っ
て

き
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。
少
子
高
齢
化

が
拍
車
を
か
け
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
り

ま
す
。

　

社
会
情
勢
の
変
化
に
よ
り
お
寺
と
の
関

わ
り
方
も
多
岐
に
わ
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

思
い
、
求
め
に
応
じ
て
対
応
し
て
い
く
こ

と
の
重
要
性
も
感
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

り
ま
す
。

　

た
だ
一
つ
檀
信
徒
の
皆
様
に
維
持
し
て

欲
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
信

仰
心
」
で
あ
り
ま
す
。
宗
教
心
と
い
っ
て

も
仏
心
と
い
っ
て
も
良
い
で
し
ょ
う
。

神
仏
に
対
す
る
畏
怖
の
念
、
自
分
の
い
の

ち
の
大
切
さ
、他
人
の
い
の
ち
の
大
切
さ
、

い
の
ち
は
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
常
に
忘
れ

な
い
で
い
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
こ
ま
で
読
ん
で
、
自
分
に
は
「
信
仰

心
」
な
ど
無
い
か
ら…

と
思
っ
て
い
る
人

が
ほ
と
ん
ど
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

そ
れ
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
た
だ
自
分
の
信

仰
心
に
気
が
つ
い
て
い
な
い
だ
け
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
信
仰
心
は
全
て
の
人
が

必
ず
持
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
自
分
の
信

仰
心
に
気
が
つ
く
か
気
が
つ
か
な
い
か
だ

け
の
こ
と
に
思
い
ま
す
が…

…

。
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お
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に
望
む
こ
と
は
何
で
す
か
？
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「
団
塊
世
代
」
と
は
戦
後
の
第
一
次
ベ

ビ
ー
ブ
ー
ム
で
あ
る
昭
和
二
十
二
年
、
二

十
三
年
、
二
十
四
年
に
生
ま
れ
た
人
達
の

こ
と
で
あ
る
。
年
間
出
生
率
が
そ
れ
ぞ
れ

二
百
六
十
七
万
、
二
百
六
十
八
万
、
二
百

六
十
九
万
人
と
、
平
成
二
十
七
年
の
百
万

人
に
比
べ
る
と
圧
倒
的
な
多
さ
で
あ
る
。

堺
屋
太
一
さ
ん
の
小
説
か
ら
命
名
さ
れ
た

も
の
だ
が
、
小
説
に
な
る
く
ら
い
特
異
な

人
達
な
の
だ
ろ
う
か
？

　

実
は
住
職
は
昭
和
二
十
三
年
生
ま
れ
で

正
真
正
銘
の
団
塊
世
代
の
一
人
で
あ
る
。

最
近
、
同
世
代
の
集
ま
り
が
、
退
職
し
て

時
間
的
余
裕
が
あ
る
の
か
、
老
い
先
の
短

さ
を
感
じ
て
か
多
く
な
っ
た
。
自
分
史
を

出
版
し
て
人
生
を
振
り
返
り
整
理
す
る
人

も
あ
り
、
団
塊
世
代
の
一
人
で
あ
る
こ
と

を
時
々
思
う
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。

少
子
高
齢
化
や
二
〇
二
五
年
問
題
と
い
わ

れ
る
後
期
高
齢
者
増
加
社
会
の
到
来
な
ど

全
て
団
塊
世
代
（
以
後
我
々
と
い
う
）
が

原
因
で
あ
る
。
こ
う
書
く
と
社
会
に
迷
惑

を
か
け
て
が
か
り
い
る
塊
の
よ
う
だ
し
、

そ
も
そ
も
生
ま
れ
て
か
ら
し
て
皮
肉
に
も

戦
争
、
終
戦
が
あ
っ
て
の
誕
生
で
あ
る
と

思
う
と
尚
更
の
こ
と
で
あ
り
、
複
雑
な
思

い
に
な
る
の
は
歪
め
な
い
。
食
糧
難
、
受

験
戦
争
に
代
表
さ
れ
る
競
争
社
会
、
学
生

運
動
、
高
度
経
済
社
会
、
バ
ブ
ル
経
済
、

そ
の
崩
壊
、
核
家
族
社
会
、
地
域
格
差
社

会
、
等
々
戦
後
日
本
の
歴
史
で
、
そ
の
中

心
的
役
割
を
担
っ
て
き
た
の
も
我
々
で
あ

る
。
し
か
し
功
罪
を
比
べ
れ
ば
は
る
か
に

功
が
勝
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と

思
う
の
は
私
だ
け
か
？

　

同
世
代
の
こ
と
は
同
世
代
の
者
が
一
番

良
く
理
解
出
来
る
も
の
で
あ
る
。

団
塊
世
代
の
人
が
人
生
を
振
り
返
っ
た
時
、

良
い
時
代
に
生
き
た
な
ー
と
思
っ
て
い
る

人
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
四
十
歳
の
頃
、

昭
和
か
ら
平
成
に
時
代
が
移
り
ま
す
が
、

青
壮
年
気
を
昭
和
と
い
う
夢
と
希
望
に
溢

れ
た
時
代
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
こ
と

に
由
来
す
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
し
ろ
戦
後
日
本
の
社
会
形
成

に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
推
進
役
を
担
っ

て
来
た
の
も
事
実
だ
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
住
職
の
立
場
に
な
っ
て
考
え
た

時
、
宗
教
的
に
我
々
の
世
代
は
ど
う
な
の

か
と
思
う
わ
け
で
す
が
、
決
し
て
良
き
宗

教
人
と
は
い
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
戦
後

教
育
の
欠
陥
と
し
て
、
義
務
教
育
か
ら
一

切
の
宗
教
を
抹
殺
し
た
教
育
を
受
け
た

我
々
は
、
人
間
に
と
っ
て
如
何
に
宗
教
が

大
切
な
も
の
か
知
ら
ず
に
育
ち
ま
し
た
。

大
人
に
な
っ
て
初
め
て
触
れ
た
い
か
が
わ

し
い
宗
教
に
免
疫
力
の
無
い
心
身
が
蝕
ま

れ
て
し
ま
っ
た
例
も
沢
山
あ
り
ま
す
。
唯

一
、
家
庭
で
の
宗
教
が
心
境
宗
教
で
あ
っ

た
な
ら
、
盲
目
的
に
そ
の
心
境
宗
教
を
信

じ
て
、
他
の
宗
教
を
排
除
す
る
と
い
う
歪

ん
だ
信
仰
心
に
陥
っ
て
し
ま
う
人
も
い
ま

す
。
そ
の
他
の
多
く
は
七
十
近
く
に
な
っ

て
宗
教
心
や
信
仰
心
の
無
い
自
分
に
気
が

つ
き
、
ど
の
様
に
宗
教
と
関
わ
っ
た
ら
よ

い
の
か
戸
惑
っ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。

　

同
世
代
で
あ
る
団
塊
世
代
の
皆
さ
ん
、

住
職
は
団
塊
世
代
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一
緒
に
宗
教
に
つ
い
て
語
り
ま
せ
ん
か
？

競
争
社
会
を
生
き
抜
い
て
き
た
私
達
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。
親
の
面
倒
を
見
た
人
お

疲
れ
様
で
し
た
。
見
れ
な
か
っ
た
人
社
会

構
造
の
犠
牲
に
も
な
り
ま
し
た
ね
。
子
供

達
に
は
何
に
不
自
由
な
く
育
て
独
立
さ
せ

て
き
ま
し
た
。
世
話
に
な
ろ
う
と
思
わ
ず
、

高
齢
夫
婦
世
帯
に
な
る
の
も
甘
ん
じ
て
受

け
止
め
ま
し
ょ
う
。
そ
ん
な
私
達
で
す
人

生
を
閉
じ
る
と
き
は
安
ら
か
に
終
え
ま
し

ょ
う
よ
。
そ
の
為
に
も
少
し
宗
教
心
、
信

仰
心
に
触
れ
て
み
っ
ま
せ
ん
か
？

　

団
塊
世
代
の
住
職
が
待
っ
て
ま
ー
す
。

　

本
山
東
寺
で
は
毎
年
十
二
月
に
修
行
を

終
え
た
若
い
新
米
の
僧
に
対
し
、
阿
闍
梨

（
正
式
な
僧
侶
）
に
な
る
た
め
の
伝
法
灌

頂（
で
ん
ぽ
う
か
ん
じ
ょ
う
）
と
い
う
儀
式

を
執
り
行
い
ま
す
。
長
く
て
辛
い
修
行
は
、

こ
の
最
後
の
試
験
の
様
な
伝
法
灌
頂
に
入

壇
す
る
た
め
に
行
う
よ
う
な
も
の
で
す
。

　

こ
の
伝
法
灌
頂
は
東
寺
境
内
の
灌
頂
院

と
い
う
、
お
大
師
様
が
灌
頂
を
行
う
た
め

に
建
て
た
道
場
で
執
行
さ
れ
ま
す
。
暗
闇

の
中
、
わ
ず
か
な
灯
火
に
照
ら
さ
れ
た
荘

厳
さ
れ
た
堂
内
で
、
厳
粛
に
粛
々
と
夜
を

徹
し
て
行
わ
れ
ま
す
。
灌
頂
の
中
心
を
な

す
も
の
は
、
法
を
授
け
る
伝
戒
阿
闍
梨

（
師
）
か
ら
法
を
受
け
る
弟
子（
子
）
に
直

接
対
峙
し
て
受
け
継
が
れ
る
法
そ
の
も
の

で
あ
り
ま
す
。
千
二
百
年
の
間
変
ら
ず
、

師
僧
か
ら
弟
子
に
直
接
受
け
継
が
れ
し
て

今
日
に
至
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
を
「
師
子
相
承
」
と
云
っ
て
い

ま
す
。

　

伝
法
灌
頂
の
大
事
な
と
こ
ろ
は
、
法
が

人
か
ら
人
へ
一
対
一
で
受
け
継
が
れ
て
い

く
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

ネ
ッ
ト
社
会
の
今
日
、
情
報
は
瞬
時
に
世

界
中
に
伝
達
す
る
事
が
出
来
ま
す
。
し
か

し
ネ
ッ
ト
で
は
伝
達
で
き
な
い
も
の
が

「
法
」
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
紙
と
筆
し

伝
達
手
段
が
な
か
っ
た
千
二
百
年
前
、
こ

の
ネ
ッ
ト
社
会
を
予
測
し
た
か
の
よ
う
に

師
子
相
承
と
い
う
伝
達
手
段
を
唯
一
と
し
、

そ
れ
を
か
た
く
な
に
守
り
通
し
て
来
た
密

教
の
先
達
に
頭
の
下
が
る
思
い
で
い
っ
ぱ

い
で
す
。

　

仏
法
は
す
げ
か
ら
く
人
か
ら
人
へ
、
相

対
の
世
界
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
仏
法
に

限
ら
ず
本
来
人
間
社
会
は
人
と
人
が
相
対

し
、
そ
れ
が
幾
重
に
も
積
み
重
な
っ
て
出

来
上
っ
て
い
る
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
基

本
は
一
対
一
の
人
間
関
係
で
し
ょ
う
。

　

師
子
相
承
は
現
代
社
会
へ
の
警
鐘
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

師
資
相
承
と
い
う
こ
と
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和
６
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国
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像
高
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㎝

し　
　

し　

そ
う
じ
ょ
う



　

一
昨
年
よ
り
新
年
厄
除
け
護
摩
を
一
ヶ

月
遅
ら
せ
、
二
月
八
日
の
午
後
三
時
よ
り

と
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
正
月

八
日
は
住
職
が
本
山
に
出
向
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
え
ん
し
、
ま
た
、
節
分
過
ぎ
を
新

年
と
考
え
、
新
年
薬
師
護
摩
供
養
と
し
て

適
切
な
日
を
設
定
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

時
間
も
午
後
三
時
か
ら
と
、
就
学
生
も
参

加
で
き
る
時
間
に
変
更
い
た
し
ま
し
た
の

で
よ
ろ
し
く
ご
諒
承
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　

記　
　
　
　
　
　

期
日
・
・
二
月
八
日
、
午
後
三
時
よ
り

祈
祷
料
・
・
三
千
円

祈
祷
内
容
・
・
厄
難
消
除
（
厄
除
け
）
、

　

身
体
健
全
、
病
魔
退
散
、
家
内
安
全
、

　

交
通
安
全
、
商
売
繁
盛
、
業
運
繁
栄
、

 
 

学
業
成
就
、
合
格
祈
願
、
安
産
祈
願
、

　

子
授
け
祈
願
、
そ
の
他

申
込
み
・
・
一
月
末
日
ま
で
、
電
話
可

電
話　

０
４
６
５
（
３
６
）
２
７
５
５

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
４
６
５
（
３
７
）
６
６
８
８

　

男
性

　
　

前
厄　

昭
和
五
十
二
年
生
ま
れ

　
　

本
厄 

 

昭
和
五
十
一
年
生
ま
れ

　
　

後
厄 

 

昭
和
五
十
年
生
ま
れ

　
　
　

 

　

女
性
〈
大
厄
〉

　
　

前
厄 

 

昭
和
六
十
一
年
生
ま
れ

　
　

本
厄 

 

昭
和
六
十
年
生
ま
れ

　
　

後
厄 

 

昭
和
五
十
九
年
生
ま
れ

　

仏
教
相
談

 
 

　
　

誰
で
も
気
軽
に
ど
う
ぞ

　

勿
論
檀
家
さ
ん
以
外
の
方
で
も

　

仏
事
に
関
し
て
、

　

ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
？

　

ど
ん
な
些
細
な
こ
と
で
も

　

ご
相
談
下
さ
い
。
勿
論
無
料
。

　
　

電
話
０
４
６
５(

３
６)

２
７
５
５

 
 
 
  

　
　
　
福
　
田
　
寺

　
元
旦
祈
願

　

除
夜
の
鐘
と
と
も
に
、
本
堂
の
扉
を
開

け
て
お
き
ま
す
。

午
前
０
時
よ
り
１
時
ま
で
、
住
職
に
よ
り

新
年
の
ご
祈
祷
が
修
法
さ
れ
ま
す
。
ご
自

由
に
参
拝
く
だ
さ
い
。

　
暮
れ
の
お
参
り 

🙏

　

古
い
護
摩
札
や
お
守
り
な
ど
は'

暮
れ

の
お
参
り
の
時
に
、
本
堂
入
り
口
に
用
意

さ
れ
た
納
め
場
所
に
納
め
て
下
さ
い
。
特

に
大
き
な
も
の
や
、
燃
え
な
い
も
の
は
連

絡
く
だ
さ
い
。

　
年
回
の
お
知
ら
せ

　

来
年
度
の
年
忌(

年
回)

法
要
の
張
り
紙

を
本
堂
に
掲
げ
て
お
き
ま
す
の
で
暮
れ
の

お
参
り
の
と
き
に
自
分
の
家
の
年
忌
を
確

認
し
て
下
さ
い
。

年
忌
に
相
当
し
て
い
る
場
合
、
法
要
の
日

取
り
を
早
め
に
連
絡
し
て
下
さ
い
。

　

護 

摩 

供 

養 

会

（第 39 号）平成 28 年 12 月 25 日　　　　　　　　　　　　　　福田寺だより㈣

二
月
八
日
午
後
三
時
よ
り
修
業

　
　
　
　
　（
申
込
み
受
付
中
）

平
成
二
十
九
年
　
厄
年

🙇

🙅


