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今
年
の
九
月
、
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
で
開
催
さ
れ
て

い
ま
し
た
夏
期
特
別
展
「
い
し
か
わ
の
霊
場
」
に
行
っ
て

き
ま
し
た
。
こ
の
特
別
展
で
は
「
多
く
の
信
者
の
参
詣
を

許
す
開
か
れ
た
聖
地
」
を
「
霊
場
」
と
定
義
し
て
い
ま
し

た
。「
霊
場
」
と
い
う
言
葉
に
は
「
修
行
場
」
の
ニ
ュ
ア
ン

ス
が
あ
る
の
で
、
修
行
を
し
な
い
浄
土
真
宗
で
は
使
わ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
し
「
聖
地
」
と
い
う
言
葉
も
真
宗

に
は
馴
染
み
の
な
い
言
葉
で
す
か
ら
、
真
宗
王
国
と
言
わ

れ
る
石
川
県
に
こ
の
よ
う
な
場
所
が
あ
る
の
か
と
思
わ
れ

る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
が
、
蓮

如
が
吉
崎
に
来
る
以
前
の
石
川
県
で
は
、
親
鸞
系
念
仏
よ

り
も
真
言
宗
や
曹
洞
宗
の
方
が
優
勢
で
し
た
。
で
す
か
ら

こ
の
特
別
展
は
、
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
石
川
の
仏

教
史
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
の
で
す
。 

平
安
時
代
の
前
期
か
ら
石
川
県
内
で
一
大
勢
力
を
誇
っ

て
い
た
の
が
、
空
海
以
前
の
古
密
教
の
教
え
を
伝
え
る
中

能
登
に
あ
っ
た
石
動
山
（
せ
き
ど
う
さ
ん
、
い
す
る
ぎ
や

ま
）
で
す
。
奈
良
時
代
、
日
本
で
は
仏
教
と
山
岳
信
仰
が

結
び
つ
い
た
山
林
仏
教
が
盛
ん
で
、
日
本
各
地
に
修
行
場

が
で
き
ま
し
た
が
、
石
動
山
も
そ
の
一
つ
で
し
た
。
石
動

山
周
辺
か
ら
は
、
古
密
教
の
儀
式
で
使
わ
れ
て
い
た
銅
三

鈷
鐃
（
ど
う
さ
ん
こ
に
ょ
う
）
と
い
う
銅
鑼
（
ど
ら
）
が

付
い
た
法
具
が
い
く
つ
か
見
つ
か
っ
て
お
り
、
今
回
も
展

示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
僧
侶
の
修
行
場
か
ら
、
多
く
の
信

者
が
参
詣
す
る
霊
場
へ
と
整
備
さ
れ
た
の
は
、
平
安
時
代

後
期
と
思
わ
れ
ま
す
。
最
盛
期
の
鎌
倉
時
代
後
期
か
ら
室

町
時
代
に
は
三
六
〇
余
坊
を
数
え
た
と
さ
れ
、
能
登
を
代

表
す
る
寺
院
で
し
た
。
明
治
以
前
は
神
仏
習
合
が
一
般
的

で
し
た
か
ら
、
様
々
な
神
仏
を
祀
っ
た
寺
院
・
神
社
・
仏

塔
や
僧
侶
の
住
い
で
あ
る
院
坊
な
ど
が
山
頂
の
伊
須
流
岐

権
現
大
宮
社
殿
を
中
心
に
建
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ

は
当
時
と
し
て
は
全
国
屈
指
の
規
模
で
あ
り
、
加
賀
の
白

山
、
越
中
の
立
山
と
並
ぶ
北
陸
を
代
表
す
る
霊
場
で
し
た
。

当
然
、
こ
れ
を
支
え
た
多
く
の
信
徒
が
い
た
と
思
わ
れ
ま

す
が
、
今
は
寺
院
の
痕
跡
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

景
勝
地
と
し
て
知
ら
れ
る
珠
洲
岬
に
あ
る
山
伏
山
（
や

ま
ぶ
し
や
ま
）
山
頂
に
は
美
穂
須
須
美
命
（
み
ほ
す
す
み

の
み
こ
と
）
を
祀
る
須
須
神
社
奥
宮
が
あ
り
ま
す
。「
ス
ス

ミ
」
は
の
ろ
し
の
古
訓
で
す
か
ら
、
海
か
ら
よ
く
見
え
る

こ
の
山
は
、
古
代
か
ら
海
路
の
安
全
の
た
め
に
、
の
ろ
し

が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
場
所
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

山
伏
山
と
い
う
名
前
は
、
こ
こ
が
山
林
仏
教
の
聖
地
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
す
。
江
戸
時
代
以
前
に
は
神
社

と
並
ん
で
髙
勝
寺
が
あ
り
ま
し
た
。
現
在
は
廃
寺
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
か
つ
て
こ
の
寺
に
あ
っ
た
阿
弥
陀
仏
像
は

他
の
寺
で
守
ら
れ
て
お
り
、
今
回
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

現
在
で
も
続
い
て
い
る
寺
院
と
し
て
は
、
穴
水
町
に
あ

る
白
雉
（
は
く
ち
）
三
年
（
六
五
二
年
）
に
孝
徳
天
皇
に

よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
真
言
宗
の
古
刹

白
雉
山
明
泉
寺
が
あ
り
ま
す
。「
明
泉
寺
絵
図
」
に
は
二
〇

を
超
え
る
建
造
物
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
奥
能
登

を
代
表
す
る
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

戦
乱
に
よ
る
火
災
な
ど
で
そ
の
多
く
を
失
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
が
、
今
で
も
平
安
時
代
の
仏
像
や
、
鎌
倉
時
代
～
室

町
時
代
の
石
造
遺
物
な
ど
多
数
を
見
る
事
が
で
き
ま
す
。

劣
化
に
よ
り
崩
落
し
て
い
た
五
重
塔
も
昭
和
四
十
五
年
に

修
理
さ
れ
、
往
年
の
姿
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

い
ず
れ
の
「
霊
場
」
も
、
全
盛
期
に
は
衰
退
す
る
こ
と

な
ど
想
像
も
し
て
い
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
ど
の
よ
う

な
も
の
で
も
い
ず
れ
は
衰
え
る
と
い
う
諸
行
無
常
は
、
仏

教
の
基
本
的
な
教
え
で
す
。
こ
の
教
え
を
心
に
刻
む
た
め

に
も
、
次
は
こ
れ
ら
の
場
所
へ
実
際
に
足
を
運
ん
で
み
る

つ
も
り
で
す
。 
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今
回
は
、
德
法
寺
で
行
っ
て
い
ま
す
、
仏
教
講
座
で
取
り

上
げ
ま
し
た
律
宗
に
つ
い
て
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

中
国
で
は
仏
教
を
、

戒
（
か
い
、

戒
律
）・
定
（
じ
ょ
う
、

禅
定
）・
慧
（
え
、
学
問
）
の
三
学
に
分
け
て
学
ん
で
い
ま

し
た
。
こ
の
中
の
戒
を
日
本
に
伝
え
た
の
が
鑑
真
（
６
８
８

～
７
６
３
年
）
で
、
鑑
真
の
唐
招
提
寺
を
中
心
と
し
た
流
派

が
律
宗
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
厳
し
い
戒
律
は
日
本
の
仏

教
に
定
着
す
る
こ
と
は
な
く
、
律
宗
は
衰
退
し
、
鎌
倉
時
代

に
な
る
と
唐
招
提
寺
に
僧
侶
が
一
人
も
い
な
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
戒
律
を
軽
視
す
る
中
で
、
宗
派
を
問
わ
ず
金
銭
欲

や
色
欲
に
溺
れ
る
僧
侶
も
多
く
現
れ
た
た
め
、
律
宗
を
再
興

す
る
こ
と
で
本
来
の
僧
侶
の
姿
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
僧
侶

達
が
あ
ら
わ
れ
ま
し
た
。 

私
生
児
と
し
て
生
ま
れ
な
が
ら
も
宋
に
渡
り
戒
律
の
復
興

に
取
り
組
ん
だ
俊
芿
（
し
ゅ
ん
じ
ょ
う
、
１
１
６
６
～
１
２

２
７
年
）
は
、
厳
し
く
自
身
を
律
す
る
高
潔
な
人
柄
か
ら
、

特
に
皇
室
か
ら
深
い
帰
依
を
受
け
ま
し
た
。
俊
芿
の
泉
涌
寺

は
皇
室
の
菩
提
寺
と
な
り
、
多
く
の
天
皇
陵
墓
が
造
ら
れ
て

い
ま
す
。
寺
院
の
中
で
も
「
御
寺
」
と
呼
ば
れ
る
特
別
な
地

位
に
あ
り
ま
し
た
が
、
明
治
時
代
の
神
仏
分
離
に
よ
り
天
皇

家
菩
提
寺
と
し
て
の
地
位
を
失
い
、
現
在
は
六
十
二
カ
寺
が

所
属
す
る
真
言
宗
泉
涌
寺
派
本
山
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

学
律
房
覚
盛
（
が
く
り
つ
ぼ
う
か
く
じ
ょ
う
、
１
１
９
４

～
１
２
４
９
年
）
は
、
戒
律
を
守
っ
て
い
な
い
戒
師
に
よ
る

形
骸
化
し
て
い
た
授
戒
を
否
定
し
、
戒
師
を
介
し
な
い
授
戒

を
行
う
こ
と
で
律
宗
の
立
て
直
し
を
図
り
ま
す
。
弟
子
の
一

人
が
一
夜
に
し
て
男
性
か
ら
女
性
に
変
わ
っ
た
こ
と
を
契
機

に
、
尼
僧
の
授
戒
も
積
極
的
に
行
い
ま
し
た
。
唐
招
提
寺
を

復
興
し
、
中
興
の
祖
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
後

宗
勢
力
は
振
る
わ
ず
、
現
在
、
唐
招
提
寺
は
三
十
九
か
寺
が

所
属
す
る
律
宗
の
本
山
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

覚
盛
の
仲
間
の
一
人
で
あ
る
思
円
房
叡
尊
（
し
え
ん
ぼ
う

え
い
そ
ん
、
１
２
０
１
～
１
２
９
１
年
）
は
、
称
徳
天
皇
が

建
立
し
た
後
荒
れ
果
て
て
い
た
西
大
寺
を
復
興
し
、
こ
こ
を

本
拠
地
と
し
て
律
宗
の
復
興
を
行
い
ま
す
。
叡
尊
は
困
窮
者

を
救
済
す
る
と
い
う
菩
薩
と
し
て
の
生
き
方
を
戒
律
の
中
心

に
据
え
る
と
、
非
人
と
い
わ
れ
て
い
た
疥
癩
（
か
い
ら
い
）

や
障
が
い
を
持
つ
人
達
を
菩
薩
と
し
て
敬
い
礼
拝
の
対
象
と

し
ま
す
。
法
要
を
行
う
こ
と
で
布
施
を
集
め
る
と
、
そ
れ
を

基
と
し
て
食
料
や
生
活
物
資
を
施
し
ま
し
た
。
非
人
以
外
の

生
活
困
窮
者
に
は
仕
事
の
斡
旋
も
し
ま
し
た
。
宇
治
に
橋
を

造
っ
た
際
に
は
、
魚
を
取
ら
な
く
て
も
生
活
で
き
る
よ
う
に

と
茶
の
栽
培
を
教
え
て
い
ま
す
。 

弟
子
の
良
観
房
忍
性
（
り
ょ
う
か
ん
ぼ
う
に
ん
し
ょ
う
、

１
２
１
７
～
１
３
０
３
年
）
は
、
当
時
希
少
で
あ
っ
た
風
呂

で
非
人
に
垢
す
り
を
施
す
こ
と
を
、
僧
侶
の
修
行
と
定
め
ま

す
。
さ
ら
に
、
誰
で
も
利
用
で
き
る
無
料
の
診
療
所
や
薬
局

も
作
り
ま
し
た
。
下
の
図
は
こ
の
よ
う
な
施
設
が
並
ん
で
い

る
忍
性
の
鎌
倉
極
楽
寺
の
様
子
で
す
。
様
々
な
職
人
集
団
を

組
織
す
る
と
、
そ
の
土
木
技
術
で
各
地
に
橋
や
港
湾
施
設
を

作
り
、
そ
の
利
用
料
を
徴
収
し
て
施
設
の
運
営
費
に
あ
て
ま

し
た
。
さ
ら
に
そ
の
弟
子
た
ち
は
、
資
金
調
達
の
た
め
に
日

本
初
の
銭
湯
を
作
る
と
、
宇
治
で
採
れ
た
茶
を
湯
上
が
り
に

飲
む
こ
と
を
勧
め
、
茶
の
消
費
拡
大
に
も
努
め
て
い
ま
す
。

今
で
も
関
西
地
区
に
は
、
こ
の
時
用
い
た
石
風
呂
が
い
く
つ

も
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
様
な
社
会
活
動
に
よ
っ
て
、
身
分

を
問
わ
ず
多
く
の
人
々
か
ら
支
持
を
受
け
た
西
大
寺
系
律
宗

で
す
が
、
次
第
に
勢
力
を
失
っ
て
し
ま
い
、
現
在
、
西
大
寺

は
九
十
一
カ
寺
が
所
属
す
る
真
言
律
宗
の
本
山
と
な
っ
て
い

ま
す
。 

こ
れ
ら
律
宗
系
の
僧
侶
達
は
、
鎌
倉
時
代
に
は
親
鸞
や
道

元
、
日
蓮
な
ど
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
弟
子
と
信
徒
を
抱

え
、
社
会
に
も
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
ま
し
た
が
、
教

団
が
衰
退
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
彼
ら
の
存
在
も
歴
史
の

中
に
埋
も
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
名
を
知
る
人
も
ほ
と
ん
ど
い

な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
か
ら
八
百
年
も

前
に
、
こ
の
様
な
僧
侶
た
ち
が
い
た
こ
と
を
少
し
で
も
多
く

の
人
に
知
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
嬉
し
く
思
い
ま
す
。 
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ケ
ー
に
つ
い
て
の
話 
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皆
様
こ
ん
に
ち
は
。
い
つ
も
私
は
気
難
し
い
こ
と
ば
か
り

書
い
て
き
ま
し
た
が
、
今
回
は
軽
い
内
容
の
雑
談
に
し
よ
う

と
思
い
ま
す
。
暇
つ
ぶ
し
程
度
に
お
読
み
下
さ
い
ま
せ
。 

ギ
リ
ギ
リ
現
役
で
は
あ
る
も
の
の
、
既
に
旧
時
代
の
存
在

と
化
し
た
折
り
畳
み
式
の
携
帯
電
話
、
人
は
そ
れ
を
「
ガ
ラ

ケ
ー
」
と
呼
び
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
、
時
代
の
覇
権
を
握
り

世
に
蔓
延
る
の
は
「
ス
マ
ホ
」
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
あ

る
日
私
は
疑
問
に
思
い
ま
し
た
。「
ス
マ
ホ
」
の
正
式
名
称
は

「
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
」
で
、
日
本
語
に
訳
す
と
「
賢
い
（
＝

ス
マ
ー
ト
）
電
話
（
＝
フ
ォ
ン
）
」
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、

な
る
ほ
ど
と
理
解
で
き
る
意
味
の
言
葉
で
す
。 

で
は
「
ガ
ラ
ケ
ー
」
と
は
一
体
何
の
略
で
、
ど
の
よ
う
な

意
味
な
の
で
し
ょ
う
か
？ 

「
ケ
ー
」
の
部
分
は
携
帯
電
話
の

略
だ
と
安
易
に
予
測
で
き
ま
す
。
じ
ゃ
あ
「
ガ
ラ
」
と
は
一

体
？ 

「
ガ
ラ
ク
タ
」
だ
と
悪
口
が
過
ぎ
る
し
、
模
様
な
ど
の

「
柄
」
の
意
味
で
は
無
さ
そ
う
だ
し
、
な
ど
と
思
考
を
巡
ら

せ
て
も
な
か
な
か
予
測
が
立
ち
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
時
は
仕
方

な
い
の
で
ス
マ
ホ
を
取
り
出
し
い
ざ
検
索
。
出
て
き
た
答
え

は
思
い
も
よ
ら
ぬ
「
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
携
帯
」
で
し
た
。
言
葉
の

由
来
と
し
て
は
、
ま
ず
「
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
化
」
と
い
う
表
現
が

あ
り
、
そ
の
元
と
な
っ
た
の
が
「
「
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
諸
島
」
と
い

う
、
南
ア
メ
リ
カ
大
陸
か
ら
お
よ
そ
千
キ
ロ
、
赤
道
直
下
の

太
平
洋
上
に
浮
か
ぶ
エ
ク
ア
ド
ル
領
の
島
々
で
す
。
島
々
の

周
り
千
キ
ロ
以
内
に
陸
地
が
な
い
こ
と
か
ら
、
外
部
か
ら
隔

絶
さ
れ
た
閉
じ
ら
れ
た
環
境
の
中
で
、
生
物
は
独
自
の
進
化

を
遂
げ
た
そ
う
で
す
。
こ
れ
に
な
ぞ
ら
え
て
、
他
の
世
界
で

は
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
（
も
し
く
は
通
用
し
な
い
よ
う
な
）

独
自
の
進
化
を
遂
げ
る
こ
と
を
「
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
化
」
と
表
現

す
る
の
で
す
。 

世
界
中
に
携
帯
電
話
が
普
及
し
て
い
っ
た
中
で
、
日
本
の

携
帯
電
話
は
、
機
能
や
仕
様
に
お
い
て
他
の
国
の
携
帯
電
話

と
は
異
な
る
方
向
へ
進
化
を
積
み
重
ね
て
い
き
ま
し
た
。
他

国
の
携
帯
電
話
が
、
電
話
と
メ
ー
ル
に
特
化
し
て
い
っ
た
の

に
対
し
て
、
日
本
の
携
帯
電
話
は
、
絵
文
字 

      
・
ワ
ン
セ
グ

（
移
動
型
お
よ
び
携
帯
型
端
末
用
テ
レ
ビ
機
能
）・
お
サ
イ
フ

ケ
ー
タ
イ
（
近
接
型
無
線
通
信
方
式
に
よ
る
決
済
サ
ー
ビ

ス
）・
赤
外
線
通
信
と
い
っ
た
、
通
信
以
外
の
様
々
な
機
能
を

持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
当
然
、
そ
の
分
だ
け
高
価
格

に
な
る
の
で
す
が
、
販
売
奨
励
金
に
よ
る
戦
略
的
な
販
売
価

格
の
割
引
に
よ
っ
て
、
一
時
期
は
販
売
店
の
納
入
価
格
を
下

回
る
ほ
ど
の
安
価
で
提
供
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

で
す
か
ら
、
海
外
で
は
高
額
所
得
者
が
買
う
よ
う
な
高
機
能

の
携
帯
電
話
を
誰
も
が
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。 

そ
の
後
時
代
は
進
み
、
携
帯
電
話
と
い
う
よ
り
は
、
携
帯

パ
ソ
コ
ン
と
呼
べ
る
ほ
ど
の
圧
倒
的
な
高
性
能
と
多
機
能
を

備
え
た
「
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
」
が
、
世
界
の
統
一
規
格
と
し

て
徐
々
に
市
場
を
上
塗
り
し
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
通
信

環
境
が
高
速
大
容
量
な
も
の
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
影

響
し
て
、
日
本
独
自
の
「
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
携
帯
」
は
時
代
遅
れ

の
も
の
と
し
て
、
次
第
に
市
場
か
ら
追
い
や
ら
れ
て
い
き
ま

し
た
。
ち
な
み
に
通
信
方
法
が
３
Ｇ
回
線
だ
け
の
ガ
ラ
ケ
ー

は
、
ソ
フ
ト
バ
ン
ク
・
ワ
イ
モ
バ
イ
ル
の
も
の
は
二
〇
二
四

年
一
月
末
に
、
ド
コ
モ
の
も
の
は
二
〇
二
六
年
三
月
末
に
電

波
が
使
え
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
ａ
ｕ
は
す
で
に
３
Ｇ
回

線
の
サ
ー
ビ
ス
を
終
了
し
て
い
ま
す
。
４
Ｇ
回
線
が
使
え
る

ガ
ラ
ケ
ー
は
お
そ
ら
く
あ
と
数
年
か
ら
長
く
て
十
年
程
度
は

使
え
ま
す
が
、
そ
れ
も
い
ず
れ
終
わ
り
を
迎
え
ま
す
。
５
Ｇ

回
線
を
使
え
て
い
る
ガ
ラ
ケ
ー
は
、
実
は
ガ
ラ
ケ
ー
の
姿
を

し
た
ス
マ
ホ
で
す
。 

今
回
は
「
ガ
ラ
ケ
ー
」
に
つ
い
て
書
い
て
み
ま
し
た
。
身

近
に
使
っ
て
い
る
言
葉
で
あ
っ
て
も
、
調
べ
て
み
る
と
意
外

と
知
ら
な
い
こ
と
が
沢
山
出
て
き
ま
し
た
。
今
後
も
仏
教
以

外
で
も
、
興
味
が
わ
い
た
事
に
つ
い
て
書
か
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
の
で
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

 

話題になった巨大なイカ 



 
 

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 

 

十
一
月 

鎌
倉
仏
教 

十
八 

鎌
倉
神
道
の
成
立 

十
二
月
・
一
月
・
二
月
は
お
休
み
し
ま
す
。 

三
月 

 

足
利
仏
教 

一 
 

民
衆
仏
教
誕
生
の
背
景 

 

平
安
時
代
、
僧
侶
に
よ
っ
て
、
全
て
の
神
は
仏
の
生
ま
れ

変
わ
り
で
あ
る
と
い
う
本
時
垂
迹
（
ほ
ん
じ
す
い
じ
ゃ
く
）

思
想
が
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
実
は
こ
れ
が
神
道
の
始
り
で
す
。

こ
れ
が
鎌
倉
時
代
に
、
天
台
系
の
神
道
と
真
言
系
の
神
道
に

発
展
整
理
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
仏
教
系
神
道
以
外
に
も
、
伊

勢
神
宮
外
宮
の
度
会
（
わ
た
ら
い
）
氏
に
よ
っ
て
神
社
側
か

ら
の
神
道
で
あ
る
伊
勢
神
道
も
登
場
し
ま
し
た
。
十
一
月
は

鎌
倉
時
代
に
誕
生
し
た
神
道
を
中
心
に
見
て
い
き
ま
す
。 

来
年
か
ら
よ
う
や
く
足
利
時
代
に
入
り
ま
す
。
都
は
鎌
倉

か
ら
京
都
に
戻
り
ま
す
が
、
公
家
に
権
力
が
戻
る
こ
と
は
な

く
、
各
地
で
武
家
に
よ
る
勢
力
争
い
が
起
こ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
地
方
分
権
が
進
み
、
次
第
に
民
衆
が

時
代
を
動
か
す
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

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
。 
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令
和
六
年 

年
忌
法
要
の
ご
案
内 

 

一
周
忌
法
要 

 
 

令
和
五
年
死
去 

三
回
忌
法
要 

 
 

令
和
四
年
死
去 

七
回
忌
法
要 

 
 

平
成
三
十
年
死
去 

十
三
回
忌
法
要 

 

平
成
二
十
四
年
死
去 

十
七
回
忌
法
要 

 

平
成
二
十
年
死
去 

二
十
五
回
忌
法
要 

平
成
十
二
年
死
去 

三
十
三
回
忌
法
要 

平
成
四
年
死
去 

五
十
回
忌
法
要 

 

昭
和
五
十
年
死
去 

 

http://tokuhou-ji.com/

