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助
け
を
求
め
る
声 杉

谷 

伊
吹 

 

皆
様
こ
ん
に
ち
は
、
如
何
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。 

世
間
で
は
、
深
刻
な
問
題
が
次
か
ら
次
へ
と
重
複
し
な 

が
ら
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
状
況
で
す
が
、
一
日 

一
日
を
乗
り
越
え
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。 

現
在
、
私
は
昨
年
末
に
産
ま
れ
た
我
が
子
の
育
児
に 

追
わ
れ
て
い
ま
す
。
僧
侶
に
は
一
年
中
休
み
と
い
う
も

の
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
子
育
て
も
同
じ
で
す
ね
。
私
の 

何
倍
も
頑
張
っ
て
く
れ
て
い
る
妻
に
、
日
々
感
謝
し
て

い
ま
す
。 

 

そ
ん
な
育
児
に
追
わ
れ
る
中
で
、
一
日
も
絶
え
る
こ 

と
な
く
聞
く
よ
う
に
な
っ
た
の
が
赤
ん
坊
の
泣
き
声
で 

す
。
全
力
で
叫
ぶ
時
も
あ
れ
ば
、
若
干
喚
い
て
み
た
だ 

け
の
時
も
あ
り
ま
す
。
赤
ん
坊
は
自
分
で
や
れ
る
こ
と 

が
極
端
に
少
な
い
の
で
、
泣
き
声
を
上
げ
て
頻
繁
に
助 

け
を
求
め
る
の
だ
と
解
釈
し
て
い
ま
す
。
恐
ら
く
人
生 

で
一
番
遠
慮
な
く
他
者
に
助
け
を
求
め
る
時
期
と
い
う

の
は
、
赤
ん
坊
の
頃
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
私
に
も
、
か

つ
て
は
そ
の
よ
う
に
し
て
助
け
を
求
め
る
事
に
明
け
暮
れ

た
、
赤
ん
坊
の
時
期
が
あ
っ
た
は
ず
な
の
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
い
つ
の
間
に
か
他
者
に
助
け
を
求
め
る
こ
と
が
と
て
も

下
手
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 

『
ぼ
く 

モ
グ
ラ 

キ
ツ
ネ 

馬
』
と
い
う
私
の
お
気
に
入

り
の
絵
本
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
言
葉
の
や
り
取
り
が
あ
り

ま
す
。 

 「
い
ま
ま
で
に
あ
な
た
が
い
っ
た
な
か
で
、
い
ち
ば
ん
ゆ
う

か
ん
な
こ
と
ば
は
？
」 

ぼ
く
が
た
ず
ね
る
と
、
馬
は
こ
た
え
た
。 

「
た
す
け
て
」 

「
い
ち
ば
ん
強
か
っ
た
の
は
い
つ
？
」 

「
弱
さ
を
み
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
」 

「
た
す
け
を
求
め
る
こ
と
は
、
あ
き
ら
め
る
の
と
は
ち
が

う
」 

馬
は
い
っ
た
。 

「
あ
き
ら
め
な
い
た
め
に
、
そ
う
す
る
ん
だ
」 

(

チ
ャ
ー
リ
ー
・
マ
ッ
ケ
ジ
ー
『
ぼ
く 

モ
グ
ラ 

キ
ツ
ネ 

馬
』
飛
鳥
新
社
よ
り
引
用) 

 (

ち
な
み
に
で
す
が
、
絵
本
な
の
で
文
章
だ
け
引
く
の
は
非

常
に
作
者
に
申
し
訳
な
く
感
じ
て
お
り
ま
す
。
気
に
な
っ
た

人
は
お
買
い
上
げ
い
た
だ
く
か
、
お
貸
し
し
ま
す
の
で
お
声

掛
け
く
だ
さ
い
。) 

  

大
人
に
な
っ
て
か
ら
他
者
に
「
た
す
け
て
」
と
い
う
の

は
、
個
人
差
は
あ
れ
ど
も
勇
気
の
い
る
こ
と
で
す
よ
ね
。
相

手
に
対
し
て
弱
さ
を
見
せ
た
く
な
い
だ
と
か
、
信
じ
る
こ
と

が
出
来
な
い
だ
と
か
、
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
だ
と
か
、

色
々
な
理
由
に
縛
ら
れ
て
し
ま
う
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
本

当
は
助
け
て
欲
し
い
と
思
い
つ
つ
も
、
そ
れ
を
口
に
出
す
わ

け
に
は
い
か
ず
、
胸
に
し
ま
っ
て
耐
え
て
し
ま
い
が
ち
な
の

で
す
。
そ
う
し
て
多
く
の
人
が
悩
み
や
苦
し
み
を
抱
え
つ
つ

生
き
て
い
て
、
場
に
悲
痛
の
沈
黙
が
保
た
れ
て
し
ま
う
と
い

う
情
景
は
、
想
像
に
難
く
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
こ

ぞ
と
い
う
時
は
赤
ん
坊
を
見
習
っ
て
、
色
々
な
理
由
は
一
切

無
視
し
て
、
他
者
に
助
け
を
求
め
る
自
分
を
許
し
ち
ゃ
っ
て

も
良
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
内
面
に
留
め
て
耐
え
て
い
て

も
、
そ
れ
は
や
せ
我
慢
っ
て
も
ん
で
す
か
ら
、
い
つ
か
は
無

理
が
生
じ
ま
す
。
立
派
な
大
人
の
ふ
り
は
や
め
て
、
時
に
は

赤
ん
坊
に
戻
る
こ
と
も
、
き
っ
と
大
事
な
こ
と
で
す
。 

 

 



本
当
に
大
切
な
も
の
は 

何
で
す
か
？ 

杉
谷 

淨 

今
年
の
報
恩
講
で
は
、
五
十
嵐
ジ
ャ
ン
ヌ
さ
ん
に
フ
ラ
ン

ス
の
ラ
ス
コ
ー
壁
画
に
つ
い
て
お
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
こ
の
壁
画
は
、
約
四
万 

～
一
万
年
前
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か

ら
北
ア
フ
リ
カ
に
か
け
て
生
活
し
て
い
た
ク
ロ
マ
ニ
ヨ
ン
人

が
描
い
た
も
の
で
す
。
こ
の
壁
画
が
あ
る
ヴ
ェ
ー
ゼ
ル
渓
谷

で
は
、
こ
の
他
に
も
二
万
年
か
ら
一
万
五
千
年
前
に
ク
ロ
マ

ニ
ヨ
ン
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
多
く
の
壁
画
が
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。
ラ
ス
コ
ー
壁
画
は
一
万
七
千
年
前
に
描
か
れ
て
い

る
の
で
、
こ
れ
以
外
の
壁
画
が
描
か
れ
た
時
期
と
は
「
二
～

三
千
年
し
か
違
わ
な
い
」
と
五
十
嵐
ジ
ャ
ン
ヌ
さ
ん
が
お
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ
う
言
わ
れ
て
し
ま
う
と
、
お
釈
迦
様
が

生
ま
れ
た
の
も
つ
い
最
近
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。 

考
古
学
の
世
界
で
は
、
二
～
三
千
年
は
わ
ず
か
な
時
間
の

差
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
こ
れ
が
宇
宙
史
に
な
れ
る

と
さ
ら
に
時
間
の
単
位
が
大
き
く
な
り
ま
す
。
宇
宙
が
誕
生

し
た
の
が
百
三
十
八
億
年
前
、
太
陽
が
生
ま
れ
た
の
が
四
十

六
億
年
前
、
地
球
に
生
物
が
生
ま
れ
た
の
が
三
十
五
億
年
前

で
す
。
恐
竜
は
一
億
六
千
万
年
も
の
間
、
地
球
上
で
繫
栄
し

て
い
た
の
で
す
が
、
人
類
が
誕
生
し
た
の
は
、
わ
ず
か
二
十

万
年
前
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
宇
宙
で
は
、
私
た
ち
は

新
参
者
で
し
か
な
い
の
で
す
。
こ
の
様
に
長
い
時
間
の
単
位

で
考
え
て
み
る
と
、
日
頃
こ
だ
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
、
と
て

も
些
細
な
こ
と
で
し
か
な
い
と
思
え
て
き
ま
せ
ん
か
。 

 

イ
ン
ド
哲
学
に
「
カ
ル
パ
」
と
い
う
時
間
の
単
位
が
あ
り

ま
す
。
イ
ン
ド
で
は
、
こ
の
宇
宙
も
生
物
の
よ
う
に
誕
生
と

消
滅
を
繰
り
返
し
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
宇
宙
が
誕

生
し
消
滅
す
る
ま
で
の
時
間
が
「
カ
ル
パ
」
で
す
。
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
教
で
は
「
カ
ル
パ
」
は
ブ
ラ
フ
マ
ー
（
仏
教
の
梵
天
）

に
と
っ
て
の
一
日
で
、
人
間
の
時
間
で
は
四
十
三
億
二
千
万

年
に
な
る
と
い
い
ま
す
。
中
国
仏
教
は
こ
れ
を
音
写
し
て
「
劫

波
」
と
し
、
さ
ら
に
省
略
し
「
劫
」
と
言
い
ま
す
。
親
鸞
聖

人
の
ご
和
讃
に
あ
る
「
弥
陀
成
仏
の
こ
の
か
た
は 

い
ま
に

十
劫
を
へ
た
ま
え
り
」
の
「
劫
」
で
す
。
ま
た
、
落
語
『
寿

限
無
』
に
も
「
五
劫
の
す
り
切
れ
」
や
『
正
信
偈
』
の
「
五

劫
思
惟
」
の
「
五
劫
」
は
「
法
蔵
菩
薩
は
五
劫
の
あ
い
だ
思

惟
し
て
阿
弥
陀
如
来
に
な
っ
た
」
と
い
う
経
文
に
由
来
し
て

い
ま
す
。
仏
教
は
「
劫
」
に
具
体
的
な
長
さ
を
示
し
て
い
ま

せ
ん
が
『
大
智
度
論
』
と
い
う
論
書
に
は
「
一
辺
四
千
里
（
中

国
の
換
算
比
で
約
二
千
㎞
）
の
岩
を
百
年
に
一
度
布
で
な
で
、

岩
が
す
り
減
っ
て
完
全
に
な
く
な
っ
て
も
劫
に
満
た
な
い
」

と
い
う
説
（
磐
石
劫
）
と
「
一
辺
四
千
里
の
城
に
ケ
シ
粒
が

ぎ
っ
し
り
詰
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
中
か
ら
百
年
に
一
粒
ず
つ

ケ
シ
粒
を
取
り
出
し
て
い
っ
て
、
城
の
中
の
ケ
シ
粒
が
完
全

に
な
く
な
っ
て
も
劫
に
満
た
な
い
」
と
い
う
説
（
芥
子
劫
）

な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
れ
は
と
て
も
長
い
時
間
で
す
が
永
遠
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

長
さ
が
あ
る
こ
と
で
、
日
常
の
時
間
と
比
較
す
る
こ
と
が
出

来
る
の
で
す
。
す
べ
て
の
人
が
幸
せ
に
な
る
方
法
を
見
つ
け

る
た
め
阿
弥
陀
如
来
は
五
劫
も
の
時
間
を
費
や
し
た
の
に
、

私
が
数
十
年
考
え
た
と
こ
ろ
で
答
え
が
出
る
は
ず
が
な
い
、

と
な
る
の
で
す
。 

 

生
き
て
い
る
限
り
悩
み
が
尽
き
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

そ
の
悩
み
の
多
く
は
大
切
な
も
の
が
失
わ
れ
る
こ
と
へ
の
不

安
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
と
き
に
次
の
よ
う
に

考
え
て
み
て
は
い
か
が
で
す
か
。 

僅
か
二
十
万
年
前
に
生
れ
た
ば
か
り
の
人
類
の
、
さ
ら
に

二
千
年
に
も
満
た
な
い
歴
史
し
か
な
い
日
本
の
中
で
、
私
た

ち
は
生
き
て
い
ま
す
。
し
か
も
仏
教
は
「
諸
行
無
常
」
と
説

い
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
間
社
会
を
含
め
た
今
の
環
境
は

出
来
た
ば
か
り
の
も
の
で
、
こ
の
後
も
絶
え
る
こ
と
な
く
変

化
し
続
け
て
い
く
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
世
界
の
中
で
本
当

に
大
切
な
も
の
と
は
、
消
え
て
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ

の
輝
き
を
失
わ
な
い
も
の
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

日
頃
の
忙
し
さ
に
追
わ
れ
、
何
が
大
切
な
の
か
を
見
失
っ

て
し
ま
い
が
ち
な
中
で
、
考
古
学
や
天
文
学
、
そ
し
て
仏
教

に
触
れ
る
こ
と
で
、
今
一
度
自
分
の
人
生
を
見
直
し
て
み
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

 

五十嵐ジャンヌさんの著作 



お
盆
に
つ
い
て 

杉
谷 

勇
勝 

 
 

正
し
く
は
盂
蘭
盆
と
い
う
。
先
祖
の
霊
を
慰
め
る
行
事

で
、
七
月
十
三
日
か
ら
十
六
日
（
ま
た
は
十
五
日
。
所
に
よ

っ
て
は
八
月
の
同
日
）
ま
で
行
わ
れ
ま
す
。
印
度
の
ウ
ラ
ン

バ
ー
ナ
と
い
う
行
事
が
始
ま
り
で
、
家
で
は
仏
前
に
お
供
え

を
し
、
墓
詣
り
を
す
る
行
事
で
す
が
、
今
少
し
詳
し
く
説
明

し
ま
す
と
、
盂
蘭
盆
に
は
二
つ
の
説
が
あ
り
ま
す
。 

一
つ
は
、
仏
教
か
ら
の
説
明
で
、
お
釈
迦
様
の
高
弟
の
目

連
尊
者
が
神
通
力
（
神
通
力
と
は
私
達
の
思
慮
で
は
測
る
こ

と
が
出
来
な
い
不
思
議
な
る
無
碍
自
在
の
通
力
）
を
得
て

後
、
父
母
を
尋
ね
た
時
、
亡
母
が
餓
鬼
道
に
堕
ち
て
逆
立
ち

の
苦
を
受
け
て
い
る
の
を
見
、
仏
に
救
済
方
法
を
問
う
た

所
、
毎
年
七
月
十
五
日
に
十
方
の
大
徳
衆
僧
を
招
い
て
供
養

す
る
と
、
現
世
の
父
母
は
寿
命
を
保
ち
、
過
去
七
世
の
父
母

は
天
中
に
生
ま
れ
る
と
教
え
ら
れ
た
。
こ
の
説
は
『
盂
蘭
盆

経
』
と
い
う
お
経
に
そ
の
由
来
が
書
い
て
あ
る
所
か
ら
そ
の

よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
教
義
か
ら
盂
蘭

盆
が
行
は
れ
る
様
に
な
っ
た
、
と
の
事
で
す
。 

 

又
、
盂
蘭
盆
と
は
梵
語
（
印
度
の
古
代
の
言
葉
）
の
ウ
ラ

ン
バ
ー
ナ
の
転
語
で
、
倒
懸
（
逆
立
ち
）
の
意
と
い
う
。
日

本
で
は
斉
明
天
皇
三
年
（
六
五
七
）
七
月
十
五
日
に
、
飛
鳥

寺
西
に
須
弥
山
の
形
を
造
り
お
詣
り
を
し
た
の
が
始
め
て

で
、
中
国
で
は
梁
の
武
帝
大
同
四
年
（
五
三
八
）
同
泰
寺
に

て
こ
の
行
事
を
し
た
の
が
初
め
と
い
う
。
そ
し
て
、
行
事
と

し
て
は
、
所
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
す
が
、
七
月
十
三
日
に

は
迎
火
と
い
っ
て
家
の
内
外
に
火
を
点
じ
て
亡
く
な
っ
た
方

達
の
霊
を
迎
え
、
十
四
・
十
五
日
は
家
に
留
ま
る
と
い
い
、

位
牌
の
前
に
果
物
を
具
え
、
お
経
を
読
み
十
六
日
に
は
霊
が

此
の
世
を
去
る
時
と
し
て
送
り
火
門
外
又
は
河
岸
に
つ
け
て

之
を
送
り
、
供
物
や
燈
籠
を
河
に
流
す
所
も
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
夜
は
盆
踊
り
と
い
っ
て
、
老
若
男
女
が
集
合
し
て
踊
る

が
、
こ
れ
は
亡
き
霊
が
お
盆
に
歓
喜
す
る
か
た
ち
を
模
し
た

と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。 

 

又
、
他
の
一
説
は
、
民
間
の
盆
行
事
は
仏
教
の
影
響
を
多

分
に
受
け
て
い
る
が
、
正
月
行
事
と
共
通
点
が
非
常
に
多

く
、
こ
れ
は
正
月
と
と
も
に
年
二
回
に
行
わ
れ
る
、
仏
教
渡

来
前
の
霊
祭
の
一
つ
で
あ
っ
て
、「
う
ら
盆
」
と
い
う
の

は
、
七
月
十
五
日
を
中
心
と
し
て
前
期
を
宵
盆
、
迎
え
盆
と

い
う
の
に
対
し
後
期
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
末
端
終
了
を
意

味
す
る
古
語
「
う
ら
」
の
意
で
あ
る
と
い
う
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
い
ろ
ん
な
説
が
あ
り
ま
す
が
、
現
代
の

私
達
は
、
そ
の
起
源
は
と
も
あ
れ
、
お
詣
り
す
る
と
い
う
事

は
、
亡
く
な
ら
れ
た
方
々
に
対
し
、
そ
の
生
前
や
御
恩
を
想

い
出
し
、
御
礼
を
申
し
上
げ
、
供
養
す
る
行
事
と
思
い
ま

す
。 供

養
と
は
「
供
」
は
そ
な
え
る
と
読
み
ま
す
が
「
ま
つ

る
」「
う
や
う
や
し
い
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
、
形
と
し
て

は
「
物
」
を
供
え
ま
す
が
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
「
仏
」
の

こ
こ
ろ
、
人
の
ま
こ
と
に
交
い
あ
う
深
い
思
い
が
あ
り
ま

す
。「
養
」
は
や
し
な
う
と
読
み
ま
す
が
、「
か
ざ
る
」「
心

を
た
の
し
む
」
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
も

の
を
さ
さ
げ
る
の
は
、
仏
の
心
に
聞
き
入
っ
て
、
そ
の
威
徳

を
た
た
え
ま
つ
る
の
で
す
。
眼
に
見
え
な
い
大
き
な
「
お
か

げ
」
を
仰
ぐ
事
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
供
養
す
る
自
分
が
、

か
え
っ
て
、
限
り
な
い
供
養
の
な
か
に
包
ま
れ
て
い
る
の
に

目
覚
め
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
こ
に
お
盆
に
お
墓
ま
い
り
を

し
て
、
供
養
す
る
こ
と
の
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

    

こ
の
原
稿
は
、
今
年
十
七
回
忌
を
迎
え
た
前
住
職
の
遺
品
の

中
に
あ
っ
た
も
の
で
す
。
送
り
火
・
迎
え
火
を
行
わ
な
い
金

沢
の
盆
の
習
慣
が
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
大
谷
大
学

在
学
中
の
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
柳
田
国
男
な
ど

の
民
俗
学
が
盛
ん
で
あ
っ
た
当
時
の
時
代
背
景
を
う
か
が
わ

せ
る
内
容
で
す
。
ほ
ぼ
原
文
の
ま
ま
掲
載
し
ま
し
た
の
で
、

言
葉
使
い
が
統
一
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
若
者
ら
し
い
内
容

と
合
わ
せ
て
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

 

海軍兵学校時代の前住職 

 



德
法
寺
か
ら
の
ご
案
内 

 

心
の
相
談
室 

毎
月
第
四
土
曜
日
の
午
後
三
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

横
安
江
町
商
店
街
に
あ
る
「
い
ち
ょ
う
館
」
二
階
に
て
真

宗
大
谷
派
の
僧
侶
に
よ
る
「
心
の
相
談
室
」
を
開
い
て
お
り

ま
す
。
個
室
で
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。
仏
事
は
も
ち
ろ
ん
、

家
庭
や
職
場
、
学
校
な
ど
、
ど
の
よ
う
な
お
話
も
お
聞
き
し

ま
す
。
相
談
は
無
料
で
す
。
予
約
も
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。 

相
談
内
容
は
一
切
外
に
漏
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

お
気
軽
に
お
訪
ね
く
だ
さ
い
。 

 サ
ン
ガ
茶
話
会 

毎
月
第
一
木
曜
日
の
午
後
三
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

横
安
江
町
に
あ
る
東
別
院
敷
地
内
「
真
宗
会
館
」
一
階
囲

炉
裏
の
間
に
て
「
心
の
相
談
室
」
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
「
サ
ン

ガ
茶
話
会
」
を
開
い
て
お
り
ま
す
。
座
談
形
式
と
な
っ
て
い

ま
す
。
僧
侶
や
そ
の
場
に
集
ま
っ
た
方
々
と
お
話
し
ま
せ
ん

か
。
い
ろ
い
ろ
な
方
に
聞
い
て
ほ
し
い
話
、
聞
い
て
み
た
い

話
が
あ
る
方
は
お
気
軽
に
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。
他
の
参
加

者
の
話
を
聞
い
て
い
る
だ
け
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
参
加
は
無

料
で
す
。
予
約
も
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
出
入
り
も
自
由
で
す

の
で
、
途
中
参
加
、
途
中
退
室
で
も
大
丈
夫
で
す
。
お
茶
と

お
菓
子
を
用
意
し
て
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

德
法
寺 

仏
教
入
門
講
座 

毎
月
二
十
一
日
午
後
七
時
半
よ
り 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

講
師 

徳
法
寺
住
職 

杉
谷
淨 

 

八
月 

 
 

鎌
倉
仏
教 

八 
 

親
鸞
と
浄
土
真
宗 

九
月 

 
 

鎌
倉
仏
教 

九 
 

親
鸞
以
後
の
浄
土
真
宗 

十
月 

 
 

鎌
倉
仏
教 

十 
 

日
蓮
と
法
華
宗 

十
一
月 

 

鎌
倉
仏
教 

十
一 

一
遍
と
時
宗 

 

（
十
二
月
か
ら
二
月
ま
で
は
冬
季
休
み
と
な
り
ま
す
。） 

 

二
回
で
終
わ
る
予
定
で
し
た
法
然
に
つ
い
て
の
講
座
が
、

四
回
に
な
り
ま
し
た
関
係
で
、
親
鸞
の
講
座
は
八
月
に
な
り

ま
し
た
。
親
鸞
と
浄
土
真
宗
に
関
し
て
は
、
日
本
仏
教
史
が

終
了
し
た
後
、
真
宗
史
と
し
て
詳
し
く
取
り
上
げ
る
予
定
で

す
が
、
さ
す
が
に
一
回
で
は
無
理
が
あ
り
ま
す
の
で
二
回
に

し
ま
し
た
。
で
す
の
で
、
鎌
倉
仏
教
は
来
年
ま
で
続
く
こ
と

に
な
り
ま
す
。 

十
月
は
、
今
で
も
日
本
仏
教
界
に
大
き
な
影
響
力
を
持
つ

日
蓮
と
法
華
宗
（
日
蓮
宗
）
に
つ
い
て
で
す
。
顕
密
仏
教
の

中
に
含
ま
れ
て
い
た
禅
と
念
仏
が
、
新
し
い
都
で
あ
る
鎌
倉

を
中
心
に
新
た
な
展
開
を
見
せ
る
中
で
、
日
蓮
が
ど
の
よ
う

な
思
想
を
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
を
探
り
ま
す
。 

十
一
月
の
講
座
は
、
今
で
こ
そ
小
さ
な
宗
派
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
一
時
期
は
全
国
に
広
が
っ
て
い
た
時
宗
と
、
そ
の

祖
で
あ
る
踊
念
仏
の
一
遍
を
予
定
し
て
い
ま
す
。 

 

参
加
費
は
お
賽
銭
の
み
で
す
。
ど
な
た
で
も
お
気
軽
に
ご

参
加
く
だ
さ
い
。 

徳
法
寺
秋
彼
岸
展 

高
尾
升
道
水
墨
画
展 

九
月
十
七
日
（
土
）
か
ら
二
十
六
日
（
月
）
ま
で 

徳
法
寺
で
は
二
回
目
と
な
る
高
尾
升
道
氏
の
水
墨
画
展
を

行
い
ま
す
。
多
く
の
後
継
者
を
育
成
な
さ
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
最
高
水
準
の
水
墨
画
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。 

秋
彼
岸
法
要
及
び
永
代
経
法
要 

九
月
二
十
三
日
（
金
・
祝
）
午
後
二
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で 

読
経
の
後
、
当
寺
住
職
の
法
話
と
な
り
ま
す
。 
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