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萬
福
寺
だ
よ
り

お
釈
迦
樣
は
「
慈
悲
心
」
と
は
四
つ
の
「
無
量
心
」

＝
限
り
な
く
豊
か
な
心
か
ら
成
り
立
つ
と
説
か
れ
て

い
ま
す
。

「
慈じ

無む

量り
ょ
う

心し
ん

」
相
手
に
安
心
出
来
る
心
地
で
あ
る

「
楽
」
を
与
え
る
気
持
ち

「
非ひ

無む

量り
ょ
う

心し
ん

」
相
手
の
不
安
や
悲
し
み
の
元
で
あ
る

「
苦
」
を
抜
き
取
る
気
持
ち

「
喜き

無む

量り
ょ
う

心し
ん

」
相
手
の
「
楽
」
を
共
に
喜
ぶ
気
持
ち

「
捨し
ゃ

無む

量り
ょ
う

心し
ん

」
好
き
な
相
手
・
嫌
い
な
相
手
、
愛
憎

の
執
着
か
ら
離
れ
、
平
等
に
応
え
る
気
持
ち
。

こ
の
う
ち「
慈
」と「
非
」を
合
わ
せ
て
一
般
に「
慈
悲
」

と
呼
ば
れ
ま
す
。
即
ち
「
慈
悲
」
と
は
「
自
他
を
区

別
す
る
事
な
く
、
苦
楽
を
共
に
す
る
事
」
だ
と
言
え

る
で
し
ょ
う
。
苦
楽
を
共
に
す
る
事
で
共
に
喜
び
合

う
「
喜
」
の
心
が
育
ち
、
互
い
に
支
え
合
う
喜
び
は

分
け
隔
て
の
無
い
「
捨
」
の
心
に
繋
が
り
、
益
々
慈

悲
の
心
が
育
っ
て
行
き
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
数
多
の

人
々
の
心
に
宿
っ
た
温
か
な
法
の
灯
火
こ
そ
が
、
世

を
照
ら
す
光
と
な
る
の
で
す
。

　
瑩
山
禅
師
が
御
活
躍
さ
れ
た
鎌
倉
時
代
は
、
二
度

の
蒙
古
襲
来
や
相
次
ぐ
戦
乱
で
、
人
々
の
心
も
荒
れ

た
時
代
で
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
瑩
山
禅
師
ご
自
身
も

お
若
い
頃
は
ご
自
身
の
瞋し
ん

恚い

（
怒
り
や
す
い
・
激
し

や
す
い
心
）
を
持
て
余
す
事
も
あ
っ
た
様
で
す
。
で

す
が
、
そ
の
暗
い
世
相
に
も
自
分
自
身
の
性
分
に
も

負
け
る
事
無
く
、
瑩
山
禅
師
は
慈
悲
の
教
え
を
説
か

れ
ま
し
た
。

　
全
世
界
規
模
の
大
災
害
と
な
っ
た
コ
ロ
ナ
禍
、
相

次
ぐ
テ
ロ
と
戦
乱
の
連
鎖
。
今
な
お
困
難
と
混
乱
の

絶
え
な
い
現
代
を
生
き
る
我
々
で
あ
る
か
ら
こ
そ

「
怒
り
」
と
「
憎
悪
」
で
は
無
く
瑩
山
禅
師
の
「
慈
悲
」

の
教
え
を
学
び
、
次
代
へ
の
灯
火
と
し
て
伝
え
て
い

く
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

　
今
回
御
紹
介
さ
せ
て
頂
い
た
「
太
祖
常
済
大
師
瑩

山
禅
師
讃
仰
御
詠
歌
」
は
、
瑩
山
禅
師
の
お
示
し
に

な
っ
た
教
え
と
御
遺
徳
を
仰
ぎ
讃
え
る
お
歌
で
す
。

御
詠
歌
の
意
味
は
次
の
通
り

『
瑩
山
禅
師
は
苦
し
み
や
悲
し
み
、
不
安
や
愚
痴
に

迷
う
人
々
の
心
に
永
久
な
る
法
の
灯
火
を
与
え
ら
れ

ま
し
た
。
禅
師
の
お
示
し
に
な
っ
た
慈
悲
の
教
え
は
、

こ
の
世
に
生
き
る
全
て
の
人
々
の
心
を
ど
こ
ま
で

も
、
い
つ
ま
で
も
照
ら
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
』

歌
詞
に
は
「
常
済
大
師
」
の
「
常
済
」
の
二
文
字
が

読
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。「
常
」
は
い
つ
ま
で
も
変
わ

ら
ず
に
、
永
遠
に
。「
済
」
は
川
や
難
路
を
無
事
に

通
れ
る
様
に
渡
す
、
苦
し
み
か
ら
の
救
済
を
意
味
し
、

仏
道
に
よ
っ
て
悟
り
に
導
く
事
を
意
味
し
ま
す
。

お
釈
迦
様
の
教
え
は
、
し
ば
し
ば
暗
い
夜
道
を
照
ら

す
明
か
り
に
例
え
ら
れ
ま
す
。
曲
名
の
「
法
灯
」
と

は
お
釈
迦
様
か
ら
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
仏
法
の

光
で
煩
悩
の
闇
を
照
ら
し
、
安
ら
ぎ
を
も
た
ら
す
様

を
表
し
て
い
る
の
で
す
。

　
歌
詞
に
も
あ
る
よ
う
に
、
瑩
山
禅
師
は
「
慈
悲
」

の
教
え
を
重
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
我
々
曹
洞
宗
で
は
、
宋
の
国
か
ら
正
伝
の
仏
法
を

伝
え
ら
れ
た
道
元
禅
師
を
「
高こ
う

祖そ

丞じ
ょ
う

陽よ
う

大だ
い

師し

」、
そ

の
教
え
を
広
く
日
本
全
国
に
伝
え
ら
れ
た
瑩
山
禅
師

を
「
太た
い

祖そ

常じ
ょ
う

済さ
い

大だ
い

師し

」
と
尊
称
し
、
曹
洞
宗
二
人

の
祖
と
し
て
お
釈
迦
様
と
御
一
緒
に
「
一い
ち

佛ぶ
つ

両り
ょ
う

祖そ

」

と
し
て
お
奉
り
し
て
い
ま
す
。
今
回
の
御
詠
歌
で
詠

わ
れ
た
瑩
山
禅
師
は
曹
洞
宗
に
お
け
る
四
代
目
の
禅

師
様
で
、
能
登
の
總
持
寺
（
現
在
は
鶴
見
に
移
転
）

を
開
か
れ
た
禅
師
様
で
す
。

瑩
山
禅
師
は
日
本
に
お
け
る
曹
洞
宗
の
開
祖
と
し

て
、
強
烈
な
存
在
感
を
放
つ
道
元
禅
師
と
は
少
し
異

な
る
方
向
性
な
が
ら
、多
く
の
優
秀
な
弟
子
を
育
て
、

多
数
の
優
れ
た
書
物
を
記
し
、
道
元
様
の
説
か
れ
た

教
え
を
出
家
僧
侶
に
限
ら
ず
広
く
在
家
信
者
に
も
広

め
ら
れ
ま
し
た
。
一
般
に
は
曹
洞
宗
興
隆
の
礎
を
築

か
れ
た
中
興
の
祖
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

本
年
令
和
六
年
（
西
暦
二
〇
二
四
年
）
は
瑩
山
禅
師

が
お
亡
く
な
ら
れ
た
正
中
二
年（
西
暦
一
三
二
五
年
）

か
ら
七
百
年
目
の
回
忌
の
年
に
当
た
り
、
鶴
見
の
大

本
山
總
持
寺
に
お
き
ま
し
て
大
法
要
が
行
わ
れ
る
事

に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　 

太た
い

祖そ

瑩け
い

山ざ
ん

禅ぜ
ん

師じ

讃さ
ん

仰ご
う

御ご

詠え
い

歌か

（
法ほ

う
と
う灯

）

　
常と

こ
と
わ

永
久
に
人
を
渡わ

た

し
て
今
も
な
お
　
　
　

　
　
　
　
禅
師
の
慈じ

ひ悲
は
世
を
照
ら
す
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
作
詞
：
久
我
尚
寬
　
作
曲
：
密
言
流
光
明

（上）『木像瑩山紹瑾坐像』：瑩山禅師とも縁深
い石川県永光寺に祀られている禅師の坐像
慈愛溢れる眼差しが印象深い
永光寺は萬福寺先住賢道和尚が若い頃学んだ
修行道場でもある
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☆
　
昨
年
久
し
ぶ
り
に
永
平
寺
へ
拝

登
し
て
き
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
の
影
響

も
あ
っ
て
六
年
ぶ
り
の
こ
と
で
し
た
。

伽
藍
や
周
り
の
山
々
の
佇
ま
い
は
、

静
寂
に
つ
つ
ま
れ
以
前
と
変
わ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、

参
拝
者
の
賑
わ
い
は
以
前
と
は
比
べ

ら
れ
な
い
ほ
ど
少
な
く
な
っ
て
い
ま

し
た
。（
修
行
道
場
と
し
て
は
、
と
て

も
良
い
環
境
と
言
え
ま
す
が
）
そ
し

て
、
朝
の
お
勤
め
に
随
喜
し
て
ビ
ッ

ク
リ
し
ま
し
た
。
修
行
僧
の
数
が
極

端
に
少
な
い
の
で
す
。
聞
く
と
こ
ろ

に
よ
る
と
修
行
僧
の
数
は
百
五
十
人

程
だ
そ
う
で
す
。
因
み
に
私
が
修
行

し
て
い
た
五
十
年
前
の
半
分
の
人
数

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

☆
　
八
十
年
代
以
降
の
少
子
化
の
要

因
と
し
て
、
非
婚
化
・
晩
婚
化
・
晩

産
化
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
こ
れ
ら
の
要
因
が
寺
院
後
継
者

の
減
少
に
も
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
修
行
僧
の
数
が
半
減
す
る

と
何
が
大
変
か
と
い
え
ば
、作
務
（
お

掃
除
）
を
は
じ
め
永
平
寺
の
維
持
が

難
し
く
な
る
こ
と
で
す
。
今
の
修
行

僧
は
、
私
達
の
時
代
の
倍
の
仕
事
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。（
大
変
ダ
ー
）

☆
　
少
子
高
齢
化
が
進
む
と
過
疎
化

に
繋
が
り
ま
す
。
過
疎
が
進
み
人
口

が
減
っ
て
く
る
と
、
お
檀
家
の
数
も

減
っ
て
き
ま
す
。
と
同
事
に
寺
院
の

後
継
者
も
減
っ
て
き
ま
す
。
そ
の

結
果
寺
院
の
廃
　
　

寺
や
合
併
が
既
に

現
実
の
問
題
と

し
て
生
じ
て
い

ま
す
。

「
萬
福
寺
だ
よ
り
」
第
四
十
九
号

発
　
行
　
令
和
六
年
一
月
五
日

発
行
所
　
聖
閣
山
　
万
福
寺

発
行
人
　
垣
　
内
　
善
　
勝

東
京
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飾
区
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又
六
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の
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電
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六
五
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四
五
八
八

　
　FAX   

三
六
五
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八
五
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独
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言

万
福
寺
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ペ
ー
ジ
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◇
　
感
　
謝
　
録
　
◇

水
屋
し
め
縄
奉
納
　

　
為
木
村
家
先
祖
代
々
菩
提
　
　
　

　
施
主
　
木
村
重
直
　
　
殿
　

お
大
師
さ
ま
頭
巾
・
前
掛
け
奉
納
　
　

　
施
主
　
檀
信
徒
有
志
の
皆
様

本
堂
・
山
門
外
壁
工
事
志

　
施
主
　
鈴
木
艶
夫
　
　
殿

　
　
　
　
　
　
み
ち
子
　
殿

　
　
　
　
高
橋
亮
一
　
　
殿

米
寿
記
念
　
仏
具
料
奉
納

　
施
主
　
　
伊
藤
正
治
　
殿
　

月
例
行
事
の
ご
案
内

◇
坐
禅
会
◇

第
二
土
曜
日
午
後
五
時
半
よ
り

◇
お
写
経
会
◇

第
四
土
曜
日
午
後
一
時
よ
り
随
時

◇
御
詠
歌
会
◇

第
二
・
第
四
火
曜
日
午
前
十
時
よ
り

◇
ヨ
ー
ガ
教
室
◇

毎
週
木
曜
日
　
午
前
九
時
半
よ
り

◇
遊
書
の
会
◇

第
一
・
第
三
水
曜
日
午
前
十
時
よ
り

   

◇
通あ 

般と 

若が 

帳き

◇

☆
コ
ロ
ナ
禍
の
為
、
縮
小
開
催

し
て
お
り
ま
し
た

彼
岸
会
・
施
食
会
・
盂
蘭
盆
会

等
の
ご
法
要
を
、
本
年
よ
り
通

常
規
模
で
開
催
予
定
で
す
。

山
内
一
同
皆
様
お
揃
い
で
の
御

参
詣
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

☆
昨
年
令
和
五
年
夏
に
、
萬
福

寺
墓
地
奥
に
合
葬
墓
『
無む

量
り
ょ
う

寿じ
ゅ

苑え
ん

』
を
増
設
致
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
併
せ
て
墓
地
奥
本
堂
裏

手
側
に
水
屋
・
桶
置
き
場
を
新

設
致
し
ま
し
た
。
新
し
い
水
屋

は
高
さ
も
多
少
高
く
な
り
、
屈

ま
ず
と
も
ご
利
用
頂
け
る
様
に

な
り
ま
し
た
。

　『
願
わ
く
は
こ
の
功
徳
を
以
て

普
く
一
切
に
及
ぼ
し
　
我
等
と
衆

生
と
皆
共
に
仏
道
を
成
ぜ
ん
事

を
』
こ
れ
は
「
普
回
向
」
と
言
う

回
向
文
（
読
経
・
修
行
で
積
ん
だ

功
徳
を
何
の
為
の
物
か
読
み
上
げ

る
文
）
で
、
境
内
観
音
様
前
の
鐘

台
に
も
刻
ん
で
あ
り
ま
す
。
功
徳

を
自
分
一
人
の
物
に
す
る
の
で
は

無
く
、
あ
ら
ゆ
る
命
に
捧
げ
、
共

に
悟
り
を
開
き
ま
し
ょ
う
と
い
う

意
味
合
い
の
回
向
文
で
す
。

　
瑩
山
禅
師
の
有
名
な
逸
話
で
こ

の
よ
う
な
物
が
あ
り
ま
す
。
禅
師

は
お
若
い
頃
、
生
真
面
目
の
故
か

カ
ッ
と
怒
り
や
す
い
所
が
有
り
ま

し
た
。
あ
る
時
修
行
僧
に
心
な
い

言
葉
を
掛
け
ら
れ
、
怒
り
に
駆
ら

れ
る
ま
ま
相
手
を
殴
り
つ
け
よ
う

と
し
た
時
、
あ
る
光
景
が
瞼
の
裏

に
浮
か
び
踏
み
止
ま
り
ま
し
た
。

そ
れ
は
お
母
上
で
あ
る
懐
観
大
姉

が
、
観
音
様
に
一
心
に
お
祈
り
し

て
い
る
姿
で
し
た
。
怒
り
に
駆
ら

れ
て
の
暴
力
は
、
仏
教
の
戒
律
で

固
く
禁
じ
ら
れ
た
行
為
で
す
。
懐

観
大
姉
は
瑩
山
禅
師
の
激
し
い
気

性
を
心
配
し
、
毎
日
観
音
様
に
お

参
り
を
し
て
い
た
の
で
す
。
そ
の

お
姿
を
思
い
出
さ
れ
た
禅
師
は
、

こ
れ
よ
り
後
は
怒
り
に
惑
う
事

も
無
く
人
当
た
り
も
柔
ら
か
く
な

り
、
修
行
僧
達
か
ら
も
以
前
に
も

増
し
て
信
頼
を
寄
せ
ら
れ
る
様
に

な
っ
た
そ
う
で
す
。

　
懐
観
大
姉
の
祈
り
の
姿
の
様

に
、
我
々
が
日
々
積
み
重
ね
た
功

徳
が
、
仏
教
徒
と
し
て
生
き
る
一

助
と
な
る
事
を
祈
り
、
御
挨
拶
と

代
え
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　
◇
お
知
ら
せ
◇

☆
墓
地
お
供
物
に
つ
い
て
☆

　
当
山
萬
福
寺
墓
地
に
お
き
ま

し
て
は
、
墓
参
の
際
お
供
え
に

な
っ
た
菓
子
・
飲
料
品
等
を
、

お
参
り
後
に
お
持
ち
帰
り
頂
き

ま
す
よ
う
御
願
い
し
て
お
り
ま

す
。

そ
の
ま
ま
お
供
え
し
て
お
り
ま

す
と
カ
ラ
ス
・
鼠
等
が
墓
前
を

荒
ら
す
他
、
酷
暑
・
寒
冷
時
に

お
供
え
物
の
缶
が
破
裂
し
、
通

路
・
墓
石
を
汚
損
す
る
被
害
が

出
る
事
が
あ
り
ま
す
。

墓
地
の
清
潔
を
保
つ
為
、
何
卒

皆
様
の
御
協
力
・
御
理
解
を
御

願
い
致
し
ま
す
。

　
　
　

（上）墓地奥に増設した合葬墓
（右）墓地奥に新設した水屋・桶置き場
奥の方の墓地の方以外でも、お盆中等水屋が
混み合う時にご利用下さい。
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萬
福
寺
だ
よ
り

て
ひ
と
撞
き
毎
に
礼
拝
し
て

「
三さ
ん
ず
は
ー
な
ん

途
八
難
　
息そ
っ
く
じ
ょ
う
さ
ん

苦
停
酸
　
法ほ
っ
か
い
し
ゅ
じ
ょ
う

界
衆
生
　
聞も
ん
し
ょ
う
ご
ど
う

声
悟
道
」

（
ど
の
よ
う
な
苦
境
に
有
る
人
も
、
様
々
な
苦
し
み
か
ら
逃

れ
る
事
が
で
き
、
あ
ら
ゆ
る
命
が
こ
の
鐘
の
声
を
聞
い
て
、

悟
り
を
得
る
事
が
で
き
る
よ
う
に
）
と
お
祈
り
を
お
唱
え

し
ま
す
。
上
の
写
真
に
写
っ
て
い
る
萬
福
寺
観
音
様
前
の

鐘
の
台
座
に
も
、

『「
願
わ
く
は
こ
の
功
徳
を
も
っ
て
普
く
一
切
に
及
ぼ
し
　

我
等
と
衆
生
と
皆
共
に
仏
道
を
成
ぜ
ん
事
を
」
静
か
に
一

度
だ
け
鳴
ら
し
　
右
の
偈げ
も
ん文
を
お
唱
え
し
ま
し
ょ
う
』
と

刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
お
参
り
の
際
は
心
を
込
め
て
静
か
に

一
回
鐘
を
撞
き
、
右
の
偈
文
を
お
唱
え
下
さ
い
。

鐘
の
音
と
は
祈
り
の
声
に
他
な
ら
ず
、
余
韻
を
伴
っ
て
虚

空
に
溶
け
て
い
く
鐘
の
音
は
、
三
世
～
過
去
現
在
未
来
と

移
り
ゆ
く
時
代
の
中
で
語
ら
れ
て
き
た
諸
仏
の
説
法
（
妙

音
）
で
あ
り
、
聞
く
者
を
仏
教
の
教
え
に
目
覚
め
さ
せ
る

働
き
が
あ
る
と
も
さ
れ
て
い
ま
す
。
鐘
を
撞
く
人
、
鐘
の

音
を
聞
く
人
、
そ
れ
ぞ
れ
が
鐘
の
音
に
集
中
す
る
事
で
、

心
が
少
し
ず
つ
穏
や
か
に
な
り
、
煩
悩
の
さ
ざ
波
が
鎮
ま

り
、
心
の
水
が
澄
み
渡
っ
て
い
く
。
そ
の
様
な
情
景
が
こ

の
御
詠
歌
に
は
詠
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

流
石
に
皆
様
の
ご
自
宅
で
梵
鐘
を
、
と
言
う
訳
に
は
行
き

ま
せ
ん
が
、
お
仏
壇
の
前
に
座
り
お
り
ん
を
鳴
ら
す
時
に

は
姿
勢
を
正
し
お
り
ん
を
静
か
に
鳴
ら
し
、
心
を
込
め
て

お
祈
り
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
祈
り
の
声
と
姿
は
過
去
の
仏

様
達
だ
け
で
は
無
く
、
未
来
の
仏
様
の
教
え
を
守
り
伝
え

る
人
達
に
繋
が
っ
て
行
く
筈
で
す
。
そ
う
や
っ
て
過
去
か

ら
の
授
か
り
物
を
現
代
の
私
達
が
未
来
に
伝
え
て
ゆ
く
事

こ
そ
が
、
何
よ
り
の
追
善
供
養
で
あ
り
法
恩
供
養
に
な
る

の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
垣
内
弘
道
（
聖
山
）

  　   

追つ
い
ぜ
ん
く
よ
う
ご
え
い
か

善
供
養
御
詠
歌
（
妙
み
ょ
う
し
ょ
う
鐘
）

ガ
ン
ガ
ン
と
遊
び
半
分
で
乱
打
さ
れ
て
い
る
様
子
を
見
る

に
、
賢
道
和
尚
に
は
先
見
の
明
が
あ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ

う
（
当
た
っ
て
嬉
し
い
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
）

　
除
夜
の
鐘
と
言
え
ば
、
大
晦
日
に
テ
レ
ビ
放
映
さ
れ
る
永

平
寺
の
大
梵
鐘
が
有
名
で
す
。
と
て
も
大
き
な
鐘
で
、
良
い

音
色
で
響
か
せ
る
為
に
は
躊
躇
を
捨
て
て
全
身
で
思
い
切
り

撞
く
事
が
必
要
で
あ
る
事
は
以
前
の
寺
報
で
紹
介
さ
せ
て
頂

き
ま
し
た
が
、
永
平
寺
の
鐘
は
大
梵
鐘
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
夏
に
は
法
堂
横
の
承
陽
殿
前
に
有
る
承
陽
鐘
と
言
う
鐘

が
毎
夜
百
八
回
鳴
ら
さ
れ
ま
す
。（
大
梵
鐘
と
比
べ
れ
ば
）

小
振
り
な
鐘
で
す
が
、
伽
藍
に
響
く
コ
ー
ン
と
言
う
音
は
耳

と
心
に
優
し
く
響
き
、
修
行
中
は
随
分
と
励
ま
さ
れ
鐘
を
撞

く
役
目
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
事
を
よ
く
覚
え
て
お
り
ま

す
。
こ
の
様
な
梵
鐘
以
外
に
も
、
法
要
の
開
始
を
告
げ
る
殿

鐘
、
坐
禅
の
始
ま
り
を
知
ら
せ
る
止
鐘
等
寺
院
の
中
に
は
鐘

の
音
が
満
ち
て
お
り
、
未
だ
に
鐘
の
音
を
聞
く
度
に
心
が
引

き
締
ま
り
背
筋
の
伸
び
る
思
い
が
致
し
ま
す
。

　
我
々
僧
侶
が
梵
鐘
を
撞
く
時
に
は
「
仏
さ
ま
の
声
を
聴
く

よ
う
に
心
し
て
撞
く
」
と
言
う
事
を
教
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し

　
仏
教
寺
院
に
は
鐘
が
つ
き
も
の
で
す
。
未
だ
時
計
の
無

い
（
大
ら
か
な
）
時
代
、
人
々
は
朝
の
鐘
を
聞
い
て
目
を

覚
ま
し
、
暮
れ
の
鐘
を
聞
い
て
家
路
に
就
き
ま
し
た
。

「
夕
焼
け
小
焼
け
」
の
歌
に
も
「
山
の
お
寺
の
鐘
が
鳴
る
」

と
歌
わ
れ
た
日
本
の
原
風
景
の
一
つ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

鐘
と
言
え
ば
、
年
末
年
始
の
こ
の
時
期
に
皆
様
が
思
い
浮

か
べ
る
の
は
大
晦
日
の
除
夜
の
鐘
で
し
ょ
う
か
。
参
拝
者

が
鐘
楼
前
に
列
を
作
り
、
百
八
つ
の
鐘
の
音
で
煩
悩
と
汚

れ
を
祓
う
恒
例
の
光
景
も
、
昨
今
で
は
中
々
見
か
け
な
く

な
っ
て
参
り
ま
し
た
。
当
山
萬
福
寺
で
は
、
先
代
賢
道
和

尚
の
意
向
に
よ
り
、
境
内
に
梵
鐘
が
あ
り
ま
せ
ん
。
子
供

の
頃
は
そ
の
事
が
少
し
寂
し
く
も
あ
り
ま
し
た
が
、
近
年

住
宅
地
内
の
寺
院
で
鐘
の
音
が
「
騒
音
問
題
」
等
と
ワ
イ

ド
シ
ョ
ー
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
り
、
一
部
の
観
光
客
等
に

　
う
ち
な
ら
す
鐘
の
ひ
び
き
は
そ
の
ま
ま
に

　
　
　
　
　
　
　
三み

よ世
の
仏
の
み
声
な
る
ら
ん

　   

法ほ
う
お
ん
く
よ
う
ご
え
い
か

恩
供
養
御
詠
歌
（
澄ち
ょ
う
し
ん心）

　
消
え
て
ゆ
く
か
ね
の
ひ
び
き
に
聞
き
入
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
い
つ
か
澄す

み

く
る
わ
が
心
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
作
詞
：
赤
松
月
船
　
作
曲
：
安
田
博
道
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☆
昨
年
は
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
と
い
う
、
想
像
だ
に
し
な
か
っ

た
侵
略
戦
争
に
驚
き
を
隠
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
よ
く
よ
く
考
え

て
見
れ
ば
八
年
前
に
ロ
シ
ア
は
ク
リ
ミ
ア
に
侵
攻
し
て
い
た
わ
け
で
す
か

ら
、
私
達
の
考
え
が
甘
か
っ
た
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
で
す
。
ク
リ
ミ
ア
侵

攻
の
時
は
遠
い
よ
そ
の
国
の
出
来
事
と
し
か
考
え
な
か
っ
た
私
達
が
、
正

に
平
和
ぼ
け
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
日
本
を
含
め
て
西
側
諸
国
の
報
道

も
、
地
域
の
民
族
紛
争
ぐ
ら
い
に
し
か
伝
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
影
響

し
て
い
る
で
し
ょ
う
。

☆
お
釈
迦
様
の
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
カ
ピ
ラ
国
は
、
常
に
隣
の
大
国
コ
ー

サ
ラ
国
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
コ
ー
サ
ラ
国
の
瑠
璃
王
は
進

軍
の
途
中
で
お
釈
迦
様
と
出
会
っ
た
な
ら
ば
兵
を
引
き
上
げ
ろ
と
命
令
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
お
釈
迦
様
は
コ
ー
サ
ラ
国
が
攻
め
て
く
る
と
坐

禅
を
し
て
三
度
侵
略
を
止
め
さ
せ
ま
し
た
。
し
か
し
四
度
目
の
時
に
は
坐

禅
で
抗
議
す
る
こ
と
な
く
、
釈
迦
族
は
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。

蛇
足
で
は
あ
り
ま
す
が
「
仏
の
顔
も
三
度
ま
で
」
は
、
こ
こ
か
ら
来
て
い

る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
人
類
の
歴
史
は
有
史
以
来
、戦
争
の
歴
史
で
す
。

そ
の
度
に
数
え
切
れ
な
い
人
々
の
命
が
失
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
度
に

平
和
が
唱
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
又
同
じ
事
の
繰
り
返
し
で
す
。

な
ん
と
愚
か
な
こ
と
で
し
ょ
う
。『
法
句
経
』に「
ま
こ
と
、怨
み
ご
こ
ろ
は
、

い
か
な
る
す
べ
て
を
も
つ
と
も
怨
み
を
い
だ
く
そ
の
日
ま
で
、
こ
の
地
上

に
は
や
み
が
た
し
。
た
だ
怨
み
な
き
に
よ
り
て
こ
そ
、
こ
の
怨
み
は
や
む
。

こ
れ
易(

か
わ)

り
な
き
真
理
な
り
」
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
深
く
味
わ
い

た
い
も
の
で
す
。

☆
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
は
今
日
も
罪
も
無
い
多
く
の
市
民
が

犠
牲
に
な
っ
て
い
ま
す
。
い
つ
の
戦
争
も
犠
牲
に
な
る

の
は
一
般
市
民
で
す
。
極
寒
の
地
で
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
を

狙
っ
た
爆
撃
は
、
実
に
非
人
道
的
な
行

為
で
す
。
遠
く
離
れ
た
日
本
か
ら
私
達

に
出
来
る
こ
と
は
、
避
難
を
余
儀
な
く

さ
れ
て
い
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
人
々
を
物

心
共
に
支
援
す
る
こ
と
ぐ
ら
い
し
か
出

来
ま
せ
ん
。

そ
し
て
一
日
も
早
く
こ
の
戦
争
が
終
わ

る
こ
と
を
祈
る
こ
と
し
か
出
来
ま
せ
ん
。 「

萬
福
寺
だ
よ
り
」
第
四
十
八
号

発
　
行
　
令
和
五
年
一
月
五
日

発
行
所
　
聖
閣
山
　
万
福
寺

発
行
人
　
垣
　
内
　
善
　
勝

東
京
都
葛
飾
区
柴
又
六
の
十
七
の
二
十

　
　
電
話
　
三
六
五
七—

四
五
八
八

　
　FAX   

三
六
五
七—

八
五
六
三

和
尚
の
独
り
言

万
福
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　
　http://w

w
w.m

anpukuji.net/

　
◇
　
感
　
謝
　
録
　
◇

水
屋
し
め
縄
奉
納
　

　
為
木
村
家
先
祖
代
々
菩
提
　
　
　

　
施
主
　
木
村
重
直
　
殿
　

お
大
師
さ
ま
頭
巾
・
前
掛
け
奉
納
　
　

　
施
主
　
檀
信
徒
有
志
の
皆
様

仏
具
料

　
為
聖
光
院
徳
芳
清
富
大
師

　
為
精
勤
院
寿
翁
徹
正
居
士

　
為
清
廉
院
寿
徳
妙
道
大
姉

　
為
秋
月
清
操
信
女

　
施
主
　
伊
藤
正
治
　
殿

本
堂
・
山
門
外
壁
工
事
志

　
施
主
　
石
亀
久
芳
　
殿

月
例
行
事
の
ご
案
内

◇
坐
禅
会
◇

第
二
土
曜
日
午
後
五
時
半
よ
り

◇
お
写
経
会
◇

第
四
土
曜
日
午
後
一
時
よ
り
随
時

◇
御
詠
歌
会
◇

第
二
火
曜
日
午
前
十
時
よ
り

◇
ヨ
ー
ガ
教
室
◇

毎
週
木
曜
日
　
午
前
九
時
半
よ
り

◇
遊
書
の
会
◇

第
一
・
第
三
水
曜
日
午
前
十
時
よ
り

◇
　
通つ

う 

般は
ん 

若に
ゃ 

帳ち
ょ
う　
◇

う
で
す
。
ご
自
宅
が
遠
い
事
と
、
今
は

お
忙
し
い
と
の
事
で
入
会
は
又
の
機
会

に
と
の
事
で
し
た
が
、
ご
縁
が
有
れ
ば

来
年
に
も
新
規
の
会
員
さ
ん
が
ふ
え
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

曹
洞
宗
梅
花
流
詠
賛
歌
の
成
立
は
昭
和

二
十
七
年
と
比
較
的
最
近
で
す
が
、
仏

様
の
教
え
を
歌
で
お
唱
え
す
る
事
自
体

の
歴
史
は
古
く
、
イ
ン
ド
の
古
語
サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
で
歌
わ
れ
た
梵
讃
、
中
国

語
で
歌
わ
れ
た
漢
讃
、
霊
場
の
巡
礼
時

に
詠
ま
れ
た
和
歌
に
巡
礼
者
達
が
節
を

付
け
て
歌
っ
た
和
讃
な
ど
が
御
詠
歌
の

源
流
と
も
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
寺
に
集
ま
り
大
勢
で
お
唱
え
す
る
御

詠
歌
は
、
檀
信
徒
の
交
流
の
場
と
し
て

多
く
の
方
に
親
し
ま
れ
て
い
た
よ
う
で

す
。
十
数
年
前
ま
で
は
、
全
国
各
地
で

開
か
れ
る
奉
詠
大
会
に
多
く
の
方
が
参

加
さ
れ
、大
変
な
賑
わ
い
ぶ
り
で
し
た
。

そ
ん
な
梅
花
流
詠
賛
歌
で
す
が
、
近
年

で
は
講
員
さ
ん
達
の
高
齢
化
、
コ
ロ
ナ

禍
に
よ
る
稽
古
・
発
表
の
場
の
減
少
・

中
止
に
よ
り
全
国
的
に
講
員
さ
ん
達
が

激
減
し
、
消
滅
の
危
機
に
あ
り
ま
す
。

一
度
断
絶
し
た
文
化
を
再
興
す
る
事
は

容
易
な
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。で
す
が
、

僅
か
で
も
ご
縁
が
有
れ
ば
、
繋
が
り
と

言
う
物
は
切
れ
る
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
っ
た
一
度
で
も
耳
に
し
た
鈴
鉦
の
チ

ン
リ
ン
と
言
う
音
の
響
き
が
切
欠
に
な

り
、
繋
が
る
ご
縁
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
の
で
す
。
こ
れ
こ
そ
一
期
一
会
と
言

う
物
な
の
で
し
ょ
う
。

 
　
昨
年
ま
で
の
『
編
集
後
記
』
の

コ
ー
ナ
ー
で
す
が
、
住
職
よ
り
以
前

か
ら
「
ネ
ー
ミ
ン
グ
セ
ン
ス
が
悪
い
」

と
駄
目
出
し
を
さ
れ
て
い
た
為
、
無

い
知
恵
を
絞
っ
て
命
名
し
て
み
ま
し

た
。
名
前
の
由
来
は
「
大
般
若
経
」
の

一
節
「
無
位
の
真
人
、
面
門
に
現
ず
、

智ち

え

ぐ

ち

慧
愚
痴
、
般
若
に
通
ず
、
霊
れ
い
こ
う
ふ
ん
み
ょ
う

光
分
明

に
し
て
大
千
に
輝
く
、
鬼
神
い
ず
れ
の

所
に
手
脚
を
着
け
ん
」
の
『
般
若
に
通

ず
』
よ
り
。
こ
の
一
節
は
大
般
若
経
の

経
本
を
バ
ラ
バ
ラ
と
流
し
読
む「
転
読
」

の
際
に
唱
え
ら
れ
る
偈
文
で
も
あ
り
ま

す
。こ
の
偈
文
は
道
元
禅
師
が
疱
瘡（
天

然
痘
）
除
け
の
偈
文
と
し
て
使
わ
れ
た

事
も
あ
る
そ
う
な
の
で
、
コ
ロ
ナ
禍
の

現
代
に
も
即
し
た
命
名
で
あ
る
と
自
負

し
て
お
り
ま
す
。

　
さ
て
、
そ
の
コ
ロ
ナ
禍
の
あ
お
り
を

受
け
て
練
習
を
自
粛
し
て
い
た
萬
福
寺

梅
花
講
で
す
が
、
こ
の
三
年
間
の
間
に

新
規
入
会
者
を
二
人
お
迎
え
す
る
事
が

出
来
ま
し
た
。
東
京
都
内
の
梅
花
講
で

会
員
数
を
増
や
し
て
い
る
講
は
中
々
無

い
そ
う
な
の
で
嬉
し
い
お
知
ら
せ
で

す
。
先
日
も
、
講
員
さ
ん
の
御
紹
介

で
見
学
者
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し

た
。
お
話
を
伺
う
と
、
た
ま
た
ま
テ
レ

ビ
の
旅
番
組
で
御
詠
歌
を
お
唱
え
し
て

い
る
場
面
が
映
り
、
ご
自
分
の
御
祖
母

様
が
同
じ
お
稽
古
を
し
て
い
た
事
を
思

い
出
し
て
見
学
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
そ

梅
花
流
詠
賛
歌
を
未
来
に
繋
げ
る
為
、

仏
の
祈
り
を
次
代
に
継
承
す
る
為
、
萬

福
寺
梅
花
講
で
は
御
参
加
を
い
つ
で
も

歓
迎
致
し
て
お
り
ま
す
。
　（
弘
道
）
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萬
福
寺
だ
よ
り

梅ば
い
か
り
ゅ
う
え
い
さ
ん
か

花
流
詠
讃
歌

　
大だ

い
し
ょ
う
し
ゃ
か
に
ょ
ら
い
じ
ょ
う
ど
う
ご
え
い
か

聖
釈
迦
如
来
成
道
御
詠
歌
（
明

み
ょ
う
じ
ょ
う

星
）

迦
様
が
開
か
れ
た
「
お
悟
り
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な

の
で
し
ょ
う
か
？

 

お
釈
迦
様
は
お
悟
り
に
な
ら
れ
た
内
容
を
「
縁
起
の
法
」
と
説

か
れ
て
い
ま
す
。
縁
起
と
は
「
全
て
の
現
象
は
、
原
因
や
条
件

が
相
互
に
関
係
し
あ
っ
て
成
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
独
立

自
存
の
も
の
で
は
無
い
」「
故
に
、
条
件
や
原
因
が
な
く
な
れ
ば

結
果
も
成
立
し
な
く
な
る
（
無
く
な
る
）」
と
言
う
考
え
方
で
す
。

例
え
て
言
う
な
ら
ば
「
蝋ろ
う
そ
く燭
が
燃
え
る
」
と
言
う
事
象
を
「
蝋

と
い
う
可
燃
物
」「
燃
焼
を
可
能
と
す
る
酸
素
」
と
言
う
条
件
に

「
着
火
す
る
に
足
る
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
言
う
原
因
が
重
な
る
事

で
「
蝋
（
可
燃
物
）
が
無
く
な
る
ま
で
、
高
熱
と
光
を
発
す
る

燃
焼
反
応
が
継
続
す
る
」
と
言
う
結
果
が
生
じ
る
と
分
析
す
る

よ
う
な
も
の
で
す
。
こ
れ
等
の
条
件
、
原
因
の
何
れ
か
一
つ
が

欠
け
て
も
「
蝋
燭
が
燃
え
る
」
事
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
同
様
に

人
生
に
お
け
る
苦
し
み
に
も
そ
の
条
件
と
原
因
が
有
り
、
そ
の

結
果
と
し
て
苦
し
み
が
成
立
し
て
し
ま
い
ま
す
。
故
に
、
そ
の

条
件
と
原
因
を
除
去
す
る
事
で
、
結
果
＝
苦
し
み
も
成
立
し
な

く
な
り
消
滅
す
る
事
に
な
る
の
で
す
。「
縁
起
の
法
」
が
別
の
言

い
方
で
「
因
果
」
と
呼
ば
れ
る
所
以
で
す
。

　
縁
起
の
法
を
体
得
さ
れ
た
お
釈
迦
様
は
、
次
に
そ
の
真
理
を

ど
の
よ
う
な
方
法
で
人
に
伝
え
た
ら
良
い
の
か
と
考
え
ら
れ
ま

し
た
。
そ
こ
で
具
体
的
な
人
の
生
き
方
と
し
て
の
「
四
諦
（
し

た
い
）
説
」
を
示
さ
れ
た
の
で
す
。
四
諦
と
は
四
つ
の
真
理
の

事
で
、
苦
諦
（
く
た
い
）・
集
諦
（
じ
っ
た
い
）・
滅
諦
（
め
っ

た
い
）・
道
諦
（
ど
う
た
い
）
を
言
い
ま
す
。
　
四
諦
説
の
説

明
に
は
、
よ
く
病
気
を
治
す
例
え
が
用
い
ら
れ
ま
す
。
其
の

一
「
苦
諦
」
は
「
症
状
」
を
知
る
・
自
覚
す
る
こ
と
で
す
。
そ

し
て
こ
れ
が
何
よ
り
も
重
要
な
事
な
の
で
す
が
、
本
当
に
苦
し

い
時
人
間
は
そ
れ
を
自
覚
で
き
な
い
事
が
有
り
ま
す
。
周
囲
の

方
と
の
触
れ
合
い
の
中
で
「
普
段
と
は
様
子
が
違
う
」
と
、
本

人
に
伝
え
る
事
は
と
て
も
大
切
な
事
な
の
で
す
。
其
の
二
「
集

諦
」
は
病
気
の
「
原
因
」
を
知
る
こ
と
で
す
。
症
状
と
原
因
の

特
定
が
で
き
れ
ば
、
治
療
を
始
め
る
事
が
出
来
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
其
の
三
「
滅
諦
」
は
病
気
が
治
っ
た
健
康
状
態
の
こ
と

で
す
。
体
に
無
理
の
無
い
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
状
態
に
戻
す
為

に
は
、適
切
な
目
標
を
定
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
其
の
四
「
道

諦
」
は
正
し
い
治
療
と
薬
、
即
ち
お
医
者
様
の
指
導
＝
お
釈
迦

様
の
教
え
に
従
っ
た
適
切
な
療
法
・
修
行
を
指
す
と
さ
れ
ま
す
。

薬
も
飲
み
方
や
分
量
を
守
ら
な
け
れ
ば
毒
に
な
り
、
リ
ハ
ビ
リ

も
過
ぎ
れ
ば
体
を
壊
し
ま
す
。
何
事
も
専
門
家
の
指
示
に
従
う

素
直
な
心
が
大
事
で
す
。

滅
諦
（
健
康
状
態
）
に
至
る
為
に
は
、
苦
し
み
の
原
因
を
取
り

除
く
正
し
い
行
動
を
繰
り
返
す
し
か
な
い
と
、
お
釈
迦
様
は
坐

禅
修
行
に
お
い
て
確
信
な
さ
れ
ま
し
た
、
こ
れ
こ
そ
が
お
釈
迦

様
の
開
か
れ
た
お
悟
り
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

　
お
釈
迦
様
は
悟
り
を
開
か
れ
た
そ
の
時
か
ら
、
世
界
全
て
の

も
の
が
「
縁
起
の
法
」
の
中
に
生
き
、
そ
れ
を
自
覚
し
て
学
び
、

あ
る
べ
き
姿
で
行
じ
救
わ
れ
る
事
を
願
い
、
教
え
を
示
さ
れ
ま

し
た
。

「
人
の
世
の
光
と
な
り
て
天
地
に
み
つ
」
と
は
、
そ
の
願
い
を

継
承
し
自
分
達
も
伝
え
行
く
事
を
誓
う
言
葉
で
も
あ
る
の
で

す
。
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
十
二
月
上
旬
、
世
間
は
コ
ロ
ナ
禍

に
も
負
け
ず
ク
リ
ス
マ
ス
一
色
と
な
っ
て
い
ま
す
。
同
じ
時
期
、

修
行
道
場
で
あ
る
永
平
寺
で
は
例
年
と
変
わ
ら
ず
に
臘
八
摂
心

（
ろ
う
は
つ
せ
っ
し
ん
）
が
執
り
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
臘
八
接

心
と
は
お
釈
迦
様
が
十
二
月
の
一
日
か
ら
一
心
に
坐
禅
修
行
に

打
ち
込
ま
れ
、
八
日
目
の
朝
明
け
の
明
星
が
輝
く
頃
に
お
悟
り

を
開
か
れ
た
故
事
に
な
ら
い
、
終
日
坐
禅
修
行
に
打
ち
込
む
集

中
修
行
期
間
の
事
で
す
。
雪
掻
き
な
ど
永
平
寺
維
持
に
係
る
仕

事
も
あ
る
の
で
、
全
て
の
雲
水
が
坐
禅
修
行
に
参
加
す
る
訳
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
は
運
よ
く
天
候
に
も
恵
ま
れ
全
日
程
で

参
加
出
来
ま
し
た
…
…
何
故
か
当
時
在
籍
し
て
い
た
寮
舎
で
、

全
日
程
の
参
加
を
希
望
し
た
の
は
私
一
人
で
、
そ
の
後
周
囲
か

ら
変
人
扱
い
さ
れ
る
事
に
な
り
ま
し
た
が
（
苦
笑
）
残
念
な
が

ら
悟
り
の
境
地
に
は
至
れ
ず
、
ひ
た
す
ら
足
が
痛
か
っ
た
八
日

間
で
し
た
が
、
僧
堂
前
雪
囲
い
の
間
か
ら
明
け
の
星
を
眩
し
く

仰
ぎ
見
た
事
を
今
で
も
良
く
覚
え
て
い
ま
す
。

　
お
釈
迦
様
は
悟
り
の
瞬
間
を
「
明
け
の
明
星
の
輝
く
中
で
、

私
も
大
地
も
生
き
て
い
る
全
て
の
も
の
が
同
時
に
悟
り
を
開
い

た
」と
説
か
れ
て
い
ま
す
。
大
聖
釈
迦
如
来
成
道
御
詠
歌（
明
星
）

の
歌
詞
は
、
そ
の
お
言
葉
か
ら
作
ら
れ
ま
し
た
。
で
は
、
お
釈

（上）ブッダガヤ、大菩提寺の菩提樹
お釈迦様は菩提樹の下でお悟りを開かれた。
後の仏教弾圧で伐られ、現存するのは接ぎ木として保存された三代目
（スリランカで接ぎ木された樹が里帰りした物）

明あ
け

の
星
仰
ぐ
心
は
人
の
世
の
　

　
　
　
　
　
　
　
光
と
な
り
て
天あ

め

地つ
ち

に
み
つ
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☆「
和
尚
の
独
り
言
」
の
文
字
を
大
き
く
し
ま
し
た
。
平
成
五
年
の
創
刊

時
は
和
尚
も
三
十
代
、
チ
ョ
ッ
ト
気
恥
ず
か
し
さ
も
あ
り
文
字
は
小
さ

く
し
ま
し
た
。
時
到
っ
て
七
十
を
過
ぎ
る
と
少
し
図
々
し
さ
が
増
し
た

こ
と
も
多
分
に
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
何
よ
り
自
分
で
自
分
の
書
い
た

文
章
が
全
く
見
え
な
い
の
で
す
。
　

☆
さ
て
、
こ
の
二
年
ほ
ど
世
界
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
、

私
達
の
生
活
環
境
は
一
変
し
ま
し
た
。
当
初
、
宗
教
施
設
で
の
ク
ラ
ス

タ
ー
発
生
が
多
く
、
当
山
で
も「
施
食
会
」
法
要
を
中
止
し
た
り
も
し
ま

し
た
。
昨
年
後
半
か
ら
は
感
染
防
止
の
方
法
も
確
立
さ
れ
、
徐
々
に
行

事
も
復
活
し
始
め
ま
し
た
。
と
は
い
え
完
全
復
活
に
は
程
遠
く
、
早
く

以
前
の
日
常
が
取
り
戻
せ
る
日
を
望
む
ば
か
り
で
す
。

社
会
経
済
活
動
の
復
活
が
喫
緊
の
課
題
で
は
あ
り
ま
す
が
、
寺
院
に
於

け
る
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
つ
い
て
全
日
本
仏
教
会
や
曹
洞
宗
で
も
調
査
が

実
施
さ
れ
デ
ー
タ
ー
が
公
表
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
昨
年
一
年

間
で
中
止
ま
た
は
延
期
さ
れ
た
行
事
は
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
御
法
事
の

中
止
や
延
期
も
半
数
に
上
り
収
入
は
三
割
減
だ
そ
う
で
す
。当
山
の
デ
ー

タ
も
概
ね
同
様
で
す
。
こ
れ
ら
の
数
字
は
社
会
一
般
の
経
済
活
動
も
同

様
の
デ
ー
タ
ー
が
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
寺
も
世
の
中
の
社
会

活
動
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
　

☆
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
日
常
生
活
の
変
化
の
中
、
今
後

元
に
戻
る
こ
と
な
く
受
け
入
れ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
生
活
様
式
も
あ

る
で
し
ょ
う
。
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
、
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
と
喚
ば
れ
る
新
し

い
生
活
様
式
と
向
き
合
っ
て
行
か
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
環

境
下
、
私
達
が
自
分
を
見
失
わ
ず
に
生
き
て
い
く
に
は
何
が
大
切
な
の

で
し
ょ
う
か
？
私
は
次
の
三
点
だ
と
思
い
ま
す
。
㈠
人
と
人
の
つ
な
が

り
を
大
切
に
す
る
こ
と
　
㈡
利
他
の
心
を
持
つ
こ
と（
慈
愛
を
持
っ
て

人
に
喜
ば
れ
る
こ
と
を
す
る
）　
㈢
過
去
に
と
ら
わ
れ

ず
、
未
来
に
多
く
を
望
む
こ
と
な
く「
只
」
今
を
生
き

抜
く
だ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
を
正
念
場
と
し
、
逃
げ
ず
追
わ
ず
、
ド
ッ
シ
リ
と

腰
を
据
え
て
生
き
て
い
き
た
い
も

の
で
す
。

青
山
俊
董
老
師
か
ら
ご
寄
贈
頂
い

た
本
に「
私
の
人
生
を
創
っ
て
ゆ

く
主
人
公
は
私
で
し
か
な
い
」
と

揮
毫
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
の
言
葉
を
皆
さ
ま
に
も
お
送
り

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
萬
福
寺
だ
よ
り
」
第
四
十
七
号

発
　
行
　
令
和
四
年
一
月
五
日

発
行
所
　
聖
閣
山
　
万
福
寺

発
行
人
　
垣
　
内
　
善
　
勝

東
京
都
葛
飾
区
柴
又
六
の
十
七
の
二
十

　
　
電
話
　
三
六
五
七—

四
五
八
八

　
　FAX   

三
六
五
七—

八
五
六
三

和
尚
の
独
り
言

万
福
寺
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
　
　http://w

w
w.m

anpukuji.net/

　
◇
　
感
　
謝
　
録
　
◇

水
屋
し
め
縄
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お
大
師
さ
ま
頭
巾
・
前
掛
け
奉
納
　
　

　
施
主
　
檀
信
徒
有
志
の
皆
様

仏
具
料

　
為
精
勤
院
寿
翁
徹
正
居
士

　
為
清
廉
院
寿
徳
妙
道
大
姉

　
為
秋
月
清
操
信
女

　
施
主
　
伊
藤
正
治
　
殿

月
例
行
事
の
ご
案
内

◇
坐
禅
会
◇

第
二
土
曜
日
午
後
五
時
半
よ
り

◇
お
写
経
会
◇

第
四
土
曜
日
午
後
四
時
よ
り

◇
御
詠
歌
会
◇

第
二
火
曜
日
午
前
十
時
よ
り

◇
ヨ
ー
ガ
教
室
◇

毎
週
木
曜
日
　
午
前
九
時
半
よ
り

◇
遊
書
の
会
◇

第
一
・
第
三
水
曜
日
午
前
十
時
よ
り

◇
　
編
集
後
記
　
◇

が
、常
に
心
の
片
隅
に
刻
ん
で
お
け
ば
、

邪
心
が
心
に
忍
び
込
ん
だ
時
に
ワ
ク
チ

ン
の
働
き
を
し
て
く
れ
る
事
で
し
ょ

う
。
コ
ロ
ナ
禍
の
現
在
、
お
寺
に
お
参

り
さ
れ
る
方
も
コ
ロ
ナ
以
前
に
比
べ
れ

ば
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、

も
う
少
し
コ
ロ
ナ
が
落
ち
着
い
て
か
ら

「
心
の
ワ
ク
チ
ン
の
定
期
接
種
」
と
し

て
参
拝
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。（
彼
岸

会
・
施
食
会
・
盂
蘭
盆
会
等
で
は
、
本

堂
外
か
ら
の
御
焼
香
も
で
き
る
よ
う
に

準
備
し
て
あ
り
ま
す
）

　
こ
の
一
年
で
、
住
職
は
二
回
の
心
臓

手
術
を
行
い
ま
し
た
。
き
っ
か
け
は
住

職
の
息
切
れ
に
気
付
い
た
母
の
「
お
医

者
さ
ん
に
行
っ
た
方
が
良
く
な
い
？
」

と
言
う
一
言
で
し
た
。
住
職
は
「
歳
の

所
為
だ
ろ
う
」
と
言
っ
て
お
り
ま
し
た

が
、
検
査
の
結
果
は
心
房
細
動
と
い
う

も
の
で
し
た
。
仏
道
の
第
一
歩
は
「
苦

諦
」
苦
し
み
の
自
覚
に
あ
り
ま
す
。
コ

ロ
ナ
禍
で
人
と
人
と
の
繋
が
り
が
希
薄

に
な
っ
て
い
る
今
だ
か
ら
こ
そ
、
身
近

な
人
へ
の
思
い
や
り
と
気
遣
い
を
大
切

に
し
た
い
も
の
で
す
。

（上）萬福寺境内・お大師さま
有志の皆様に縫って頂いた前掛けと
紅葉の紅が緑に映える

『
親
の
説
教
と
冷
酒
は
後
か
ら
効
く
』

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。

お
酒
を
嗜
ま
な
い
方
に
後
者
の
喩
え

は
理
解
し
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
「
耳
や
頭
の
痛
み
と
共
に
叩
き
込
ま

れ
た
経
験
は
薄
れ
る
事
無
く
記
憶
に
残

り
、
理
解
で
き
る
状
況
に
自
分
が
立
っ

て
始
め
て
そ
の
有
り
難
み
が
理
解
で
き

る
」「
受
け
入
れ
や
す
い
意
見
ば
か
り

飲
ん
で
い
る
と
後
で
後
悔
す
る
羽
目
に

な
る
」
そ
ん
な
意
味
合
い
の
言
葉
だ
と

思
い
ま
す
。
昨
年
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
を

打
っ
た
後
の
痛
み
を
感
じ
な
が
ら
、
そ

の
様
な
事
を
思
い
ま
し
た
。

　
ワ
ク
チ
ン
の
仕
組
み
と
は
、
体
内
の

免
疫
に
排
除
す
べ
き
病
原
菌
を
記
憶
さ

せ
、
免
疫
機
構
が
効
率
よ
く
動
け
る
環

境
を
作
る
事
で
、
人
に
よ
っ
て
は
「
防

犯
訓
練
」
に
例
え
る
事
も
あ
る
そ
う
で

す
。
お
釈
迦
様
の
教
え
の
根
本
は
諸
悪

莫
作
衆
善
奉
行
・
人
の
悲
し
む
悪
い
事

を
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
、
人
に
喜
ば
れ

る
良
い
行
い
を
し
ま
し
ょ
う
、
と
い
う

も
の
で
す
。
簡
単
に
見
え
る
教
え
で
す

　
子
供
の
頃
大
人
か
ら
叱
ら
れ
た
事
の

意
味
を
大
人
に
な
っ
て
始
め
て
気
が
付

く
よ
う
に
、
お
釈
迦
様
の
教
え
も
見
聞

き
し
た
そ
の
時
に
は
実
感
が
湧
か
な
く

て
も
、
あ
る
時
突
然
に
自
分
の
実
感
と

し
て
悟
れ
る
一
瞬
が
訪
れ
ま
す
。
年
一

回
、
紙
面
を
借
り
て
お
話
し
て
い
る
内

容
が
人
生
の
ワ
ク
チ
ン
と
な
る
事
を
祈

り
、
今
年
こ
そ
コ
ロ
ナ
禍
が
終
息
す
る

事
を
願
っ
て
新
年
の
御
挨
拶
に
代
え
さ

せ
て
頂
き
ま
す
。
　
　
　
　
　（
弘
道
）
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