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長
浜
別
院
「 
大  
通  
寺 
」

だ
い 

つ
う 

じ

常

徳

寺　

西　

山　
　
　

彰　

露
と
落
ち

    
露
と
消
え
に
し  
我
が
身
か
な

      
浪
速
の
こ
と
は  
夢
の
ま
た
夢

　

豊
臣
秀
吉
の
辞
世
の

句
。
権
力
を
ほ
し
い
ま

ま
に
し
、
波
乱
万
丈
の

生
涯
を
送
っ
た
秀
吉
が
、

最
後
に
到
達
し
た
の
は

無
常
観
漂
う
仏
教
的
境

地
で
あ
っ
た
と
は
言
え

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

先
日
、
学
生
時
代
に
所
属
し
て
い
た

美
術
サ
ー
ク
ル
の
同
窓
会
で
、
滋
賀
県

長
浜
市
へ
行
っ
た
。
長
浜
の
市
街
を
散

歩
す
る
途
中
、
長
浜
別
院
、
大
通
寺
に

立
ち
寄
っ
た
。

　

こ
の
寺
は
私
た
ち
真
宗
大
谷
派
の

門
徒
に
と
っ
て
、
特
別
な
意
味
を
持
っ

て
い
る
。
本
願
寺
第
十
二
世
教
如
上
人

を
開
基
と
す
る
寺
な
の
だ
。
一
向
一
揆

の
際
、
信
長
に
最
後
ま
で
徹
底
抗
戦
を

主
張
さ
れ
た
上
人
は
、
こ
こ
長
浜
の
地

で
再
起
を
期
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（「
真
宗
豆
知
識
」
参
照
）

　

や
が
て
徳
川
家
康
か
ら
許
可
を
得

て
、
上
人
は
京
都
に
東
本
願
寺
を
興
さ

れ
る
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
長
浜
の
念

仏
道
場
は
、「
大
通
寺
」
を
名
乗
る
よ

う
に
な
っ
た
。

　

さ
て
大
通
寺
の
本
堂
の
歴
史
は
、
こ

の
寺
の
数
奇
な
成
り
立
ち
を
象
徴
し

て
い
る
。
格
調
高
い
こ
の
建
物
は
、
も

と
も
と
伏
見
城
の
殿
舎
で
あ
っ
た
と

い
う
。
そ
れ
が
移
築
さ
れ
て
、
東
本
願

寺
の
御
影
堂
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の

の
ち
承
応
年
間
（
一
六
五
二
〜
四
）
に
、

本
堂
と
し
て
当
寺
に
移
さ
れ
た
。

　

本
堂
だ
け
で
な
く
、
七
千
坪
の
境
内

に
は
、
伏
見
城
の
遺
構
が
数
多
く
見
ら

れ
る
。
書
院
や
大
広
間
に
は
狩
野
派

（
永
岳
、
山
楽
、
山
雪
）、
円
山
応
挙
な

ど
当
代
一
流
の
絵
師
の
手
に
な
る
襖

絵
が
ず
ら
り
と
並
び
、
迫
力
満
点
だ
。

　

栄
枯
盛
衰
は
世
の
定
め
で
あ
る
が
、

も
し
関
が
原
の
戦
い
で
西
軍
が
勝
利

し
て
い
た
ら
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
今
も

伏
見
城
の
襖
を
飾
っ
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
太
閤
秀
吉
の
時
代
に
豪
華
絢
爛

に
咲
き
誇
っ
た
桃
山
文
化
の
名
品
が
、

紆
余
曲
折
を
経
て
、
現
在
も
長
浜
の
町

に
ひ
っ
そ
り
と
息
づ
い
て
い
る
こ
と

に
感
慨
を
禁
じ
え
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、

乱
世
の
激
流
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
、

今
な
お
こ
の
地
で
盛
ん
な
浄
土
真
宗

の
歴
史
で
あ
る
よ
う
に
も
思
え
て
な

ら
な
い
。
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夏
休
み
の
図
書
館
は
、宿
題
を

抱
え
た
子
供
た
ち
で
に
ぎ
わ
っ

て
い
る
。私
も
小
学
４
年
生
の
息

子
を
連
れ
て
泉
野
図
書
館
に
出

か
け
た
。読
書
感
想
文
を
書
か
せ

る
の
に
、何
か
適
当
な
も
の
は
な

い
か
と
思
っ
た
の
だ
。

　

児
童
向
け
の
図
書
を
数
冊
物

色
し
て
い
た
私
は
、
一
冊
の
本

を
手
に
し
た
。
そ
れ
は
ア
レ
ク

サ
ン
ド
ル
・
デ
ュ
マ
の
『
モ
ン

テ
・
ク
リ
ス
ト
伯
』
だ
っ
た
。

（
デ
ュ
マ
は
『
三
銃
士
』
で
有
名

な
フ
ラ
ン
ス
の
大
衆
作
家
で
あ

る
。）

　

日
本
で
は
『
巌
窟
王
』（
が
ん

く
つ
お
う
）
と
い
う
題
名
で
紹

介
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
物
語
で

あ
る
。
子
供
の
こ
ろ
読
み
た
い

と
思
い
な
が
ら
、
つ
い
機
会
を

逃
し
て
し
ま
っ
た
一
冊
だ
っ
た
。

予
想
し
た
通
り
、
こ
の
本
は
、

い
っ
た
ん
手
に
と
っ
て
読
み
出

す
と
や
め
ら
れ
な
い
ほ
ど
面
白

か
っ
た
。

　

舞
台
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
時
代

の
フ
ラ
ン
ス
。
主
人
公
は
、
幸

せ
な
日
々
を
お
く
っ
て
い
た
船

乗
り
ダ
ン
テ
ス
。
彼
は
悪
人
た

ち
の
陰
謀
で
無
実
の
罪
で
逮
捕

さ
れ
、
婚
約
者
を
奪
わ
れ
た
上
、

　

年
間
も
の
間
陰
惨
な
牢
獄
に

１４閉
じ
込
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

奇
跡
的
に
脱
出
し
た
ダ
ン
テ

ス
は
、「
モ
ン
テ
・
ク
リ
ス
ト
伯
」

と
名
を
変
え
、
彼
を
陥
れ
た
三

人
の
男
た
ち
に
復
讐
を
始
め
る
。

（
こ
こ
か
ら
は
ら
は
ら
ど
き
ど

き
の
息
も
つ
か
さ
ぬ
エ
ン
タ
ー

テ
イ
メ
ン
ト
が
始
ま
る
の
だ
が
、

そ
の
内
容
は
割
愛
さ
せ
て
も
ら

お
う
。）

　

知
力
と
財
力
を
兼
ね
備
え
た

ク
リ
ス
ト
伯
は
、
一
人
目
、
二

人
目
と
復
讐
に
成
功
し
、
い
よ

い
よ
三
人
目
の
男
を
あ
と
一
歩

ま
で
追
い
詰
め
る
。
と
こ
ろ
が
、

な
ぜ
か
そ
の
時
点
で
復
讐
を
思

い
と
ど
ま
る
の
だ
。

　

彼
は
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
。

「
わ
た
し
は
、あ
な
た
の
仲
間
の

ひ
と
り
を
死
な
せ
、
ひ
と
り
を

狂
わ
せ
た
…
…
わ
た
し
も
ま
た
、

許
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
人
間

に
な
っ
た
の
で
す
。
…
…
。」

　

こ
の
言
葉
に
は
、人
間
ダ
ン
テ

ス
の
深
い
苦
悩
が
滲
ん
で
い
る
。

あ
る
い
は
ま
た
、父
と
仰
ぐ
フ
ァ

リ
ア
司
祭
の
声
が
彼
の
耳
に
聞

こ
え
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

牢
獄
で
偶
然
め
ぐ
り
合
っ
た

フ
ァ
リ
ア
司
祭
は
、
豊
か
な
教

養
と
生
活
の
知
恵
に
溢
れ
た
老

人
だ
っ
た
。
そ
し
て
司
祭
は
４

年
間
か
け
て
自
分
の
知
力
の
す

べ
て
を
ダ
ン
テ
ス
に
注
ぎ
込
ん

だ
の
だ
っ
た
。
暗
い
牢
獄
の
中

で
絶
望
し
自
ら
死
を
選
ぼ
う
と

し
た
ダ
ン
テ
ス
だ
っ
た
が
、
司

祭
と
の
出
会
い
が
彼
に
一
筋
の

希
望
を
与
え
た
。
そ
し
て
若
い

ダ
ン
テ
ス
は
、
皮
肉
に
も
牢
獄

の
中
で
教
育
を
受
け
、
一
人
前

の
人
間
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

ど
ん
な
に
正
当
な
理
由
が
あ

ろ
う
と
も
、
復
讐
す
る
こ
と
は

そ
れ
自
体
罪
で
あ
る
。
ど
ん
な

に
見
事
に
復
讐
を
果
た
し
た
と

こ
ろ
で
、
心
は
救
わ
れ
な
い
。

燃
え
上
が
る
復
讐
心
を
抑
え
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ダ
ン
テ

ス
で
あ
っ
た
が
、
一
方
で
そ
の

空
し
さ
に
気
が
付
く
ほ
ど
に
成

熟
し
て
い
た
の
だ
。

　

復
讐
は
復
讐
を
生
み「
連
鎖
」

と
な
っ
て
い
く
。
復
讐
は
希
望

の
な
い
行
為
で
あ
る
。

　

物
語
を
読
み
進
め
て
ゆ
く
に

つ
れ
て
、
希
望
こ
そ
が
こ
の
物

語
を
貫
く
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と

が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い

く
。
彼
が
最
後
に
残
し
た
言
葉
、

「
待
て
、
そ
し
て
希
望
せ
よ
。」

が
強
く
心
に
残
る
。

　
「
復
讐
す
る
こ
と
は
罪
で
あ

る
」
こ
れ
は
確
か
に
真
実
か
も

知
れ
な
い
。
し
か
し
私
た
ち
が

容
易
に
到
達
で
き
な
い
真
実
で

あ
ろ
う
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る

の
は
、
明
日
に
生
き
よ
う
と
す

る
者
の
前
向
き
な
希
望
の
み
で

あ
る
と
作
者
は
教
え
て
く
れ
て

い
る
に
違
い
な
い
。

　

単
な
る
復
讐
劇
と
ば
か
り

思
っ
て
い
た
が
、
や
は
り
古
典

的
名
作
と
な
る
と
ひ
と
味
も
ふ

た
味
も
違
う
も
の
だ
と
感
心
さ

せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
私
は
こ
の

本
を
ぜ
ひ
子
供
に
読
ま
せ
た
い

と
思
っ
た
。
た
と
え
今
充
分
に

意
味
が
汲
み
取
れ
な
く
て
も
、

い
ず
れ
分
か
っ
て
く
れ
る
日
が

く
る
も
の
と
希
望
・
・

し
た
い
の
だ
。

　
（
講
談
社
「
モ
ン
テ
・
ク
リ
ス

ト
伯
」（
村
松
具
視
訳
）
は
児
童

向
け
の
図
書
で
あ
り
、
現
在
販

売
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
も
不

明
な
た
め
、
拙
稿
は
、「
本
の
紹

介
」
で
は
な
く
エ
ッ
セ
イ
の
か

た
ち
を
と
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。）

西
　
山
　
　
　
彰 

復
讐
劇 

『
モ
ン
テ・ク
リ
ス
ト
伯
』 

   
に
込
め
ら
れ
る「
希
望
」 
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念
仏
弾
圧

　

最
近
、
通
夜
や
葬
儀
で
さ
え

も
、
念
仏
を
称
え
る
声
を
聞
く

こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
私
も
、
お
参
り
の
時

以
外
に
自
然
と
念
仏
が
口
か
ら

出
る
か
と
い
う
と
怪
し
い
も
の

で
す
。
ち
ょ
っ
と
恥
ず
か
し
い

と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ

う
が
、
念
仏
の
教
え
自
体
が
生

活
の
中
か
ら
希
薄
に
な
っ
て
い

る
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
す
。

　

い
ま
で
は
影
が
薄
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
念
仏
で
す
が
、
念
仏

を
称
え
た
く
て
も
そ
れ
さ
え
容

易
で
は
な
い
時
代
が
あ
り
ま
し

た
。
親
鸞
聖
人
が
生
き
て
い
た

時
代
は
ま
さ
に
そ
う
で
し
た
。

五
濁
の
時
機
い
た
り
て
は

 
道  
俗 
と
も
に
あ
ら
そ
い
て

ど
う 

ぞ
く

念
仏
信
ず
る
ひ
と
を
み
て

疑
謗
破
滅
さ
か
り
な
り

　

こ
れ
は
そ
の
よ
う
な
状
況

を
親
鸞
聖
人
が
詠
わ
れ
た
和

讃
で
す
。

　

五
濁
と
は『
仏
説
阿
弥
陀
経
』

に
出
て
く
る
劫
濁
・
見
濁
・
煩

悩
濁
・
衆
生
濁
・
命
濁
の
五
つ

の
濁
り
で
す
。
劫
と
は
時
間
の

こ
と
で
す
か
ら
、
時
間
が
濁
り
、

見
方
が
濁
り
、
煩
悩
が
濁
り
、

生
き
と
し
生
け
も
の
が
濁
り
、

命
が
濁
っ
て
い
る
と
い
う
の
で

す
。
こ
の
言
葉
は
、
諸
仏
が
釈

迦
如
来
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う

な
濁
り
の
た
め
に
も
の
が
は
っ

き
り
と
見
え
な
く
な
っ
て
い
る

中
で
、
よ
く
釈
迦
如
来
が
悟
り

を
開
か
れ
ま
し
た
と
褒
め
称
え

て
い
る
と
い
う
形
で
使
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

道
と
は
仏
道
を
歩
む
僧
侶
の

こ
と
で
す
。
俗
は
俗
世
間
を
生

き
る
僧
侶
以
外
の
人
を
指
し
ま

す
。
で
す
か
ら
親
鸞
聖
人
は
、

も
の
が
は
っ
き
り
と
見
え
な
い

時
代
に
あ
っ
て
、
僧
侶
も
そ
れ

以
外
の
人
も
、
争
っ
て
念
仏
す

る
も
の
を
疑
い
誹
謗
し
破
壊
し

滅
ぼ
そ
う
と
し
て
い
る
、
と

言
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。

　

こ
れ
は
親
鸞
聖
人
が
漠
然
と

そ
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
奈

良
の
興
福
寺
や
比
叡
山
延
暦
寺

か
ら
は
法
然
上
人
の
説
く
念
仏

の
教
え
は
仏
教
で
は
な
い
と
幾

度
と
な
く
非
難
さ
れ
、
朝
廷
や

鎌
倉
幕
府
か
ら
も
念
仏
禁
止
の

命
令
が
何
度
も
出
さ
れ
、
念
仏

申
し
た
と
い
う
こ
と
で
死
罪
に

な
っ
た
者
や
、
親
鸞
聖
人
の
よ

う
に
流
罪
に
な
っ
た
者
が
大
勢

出
て
い
る
の
で
す
。
親
鸞
聖
人

の
時
代
は
ま
さ
に
命
が
け
で
念

仏
申
し
て
い
た
の
で
す
。
逆
に

言
う
な
ら
ば
、
命
を
賭
け
て
で

も
申
す
値
が
念
仏
に
は
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
単

に
念
仏
の
教
え
こ
そ
が
仏
教
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

念
仏
申
さ
な
け
れ
ば
、
こ
の
私

が
本
当
に
救
わ
れ
る
こ
と
は
あ

り
得
な
い
の
だ
と
い
う
強
い
確

信
が
親
鸞
聖
人
は
じ
め
と
す
る

法
然
上
人
の
門
下
生
に
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

私
の
口
か
ら
念
仏
が
漏
れ
聞

こ
え
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
よ
う
な
確
信
が
私
に
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
い
ま

い
な
者
に
非
難
誹
謗
す
る
者
な

ど
い
る
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。

人
畜
無
害
な
扱
い
や
す
い
人
間

で
す
か
ら
。
こ
れ
は
私
が
何
が

幸
せ
で
あ
る
の
か
さ
え
見
え
な

い
ほ
ど
に
ひ
ど
い
濁
り
の
中
で

日
々
を
送
っ
て
い
る
か
ら
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
前

も
見
え
な
い
よ
う
な
濁
り
の
な

か
で
、
ど
ち
ら
に
向
い
て
歩
い

て
い
け
ば
分
か
ら
な
い
私
に
、

見
え
な
い
な
が
ら
も
と
り
あ
え

ず
念
仏
申
し
て
歩
い
て
行
け
と

親
鸞
聖
人
が
勧
め
て
お
ら
れ
る

気
が
し
ま
す
。
迷
っ
て
い
る
だ

け
で
は
何
も
変
わ
り
ま
せ
ん
か

ら
。
先
人
た
ち
の
足
跡
を
た

ど
っ
て
見
え
な
い
世
界
を
歩
ん

で
い
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

和
讃
に
学
ぶ 

わ 

さ
ん 

第
二
十
九
回 

捉

法

寺

 

杉
　
谷
　
　
　
淨 
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今
回
は
慈
円
大
僧
正
で
す
。

こ
の
人
は
、
浄
土
真
宗
の
歴
史

の
中
で
は
、
京
都
の 
青 

し
ょ
う 
蓮  
院 
で

れ
ん 

い
ん

親
鸞
聖
人
の 
得  
度 
を
行
っ
た
人

と
く 

ど

と
し
て
伝
わ
っ
て
い
ま
す
が
、

日
本
仏
教
の
歴
史
の
中
で
も
屈

指
の
僧
侶
で
も
あ
る
の
で
す
。

　

ま
ず
父
は
摂
政
関
白
太
政
大

臣
で
あ
っ
た
藤
原 
忠  
道 
で
す
。

た
だ 

み
ち

一
一
五
五
年
に
生
ま
れ
て
い
ま

す
か
ら
親
鸞
聖
人
よ
り
十
八
歳

年
上
に
な
り
ま
す
。
幼
い
と
き

に
青
蓮
院
に
入
寺
し
、
十
二
歳

で
得
度
し
ま
す
。
そ
し
て
三
十

八
歳
で
比
叡
山
延
暦
寺
の
最
高

位
で
あ
る
第
六
十
二
世
天
台

 
座  
主 
に
な
り
ま
す
。
こ
の
天
台

ざ 

す

座
主
に
は
誰
で
も
就
け
る
と
い

う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
初

期
と
近
代
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん

ど
が
皇
族
も
し
く
は
そ
れ
に
準

ず
る
貴
族
の
出
身
者
に
限
ら
れ

ま
す
。
で
す
か
ら
も
し
親
鸞
聖

人
が
生
涯
比
叡
山
に
い
た
と
し

て
も
天
台
座
主
に
な
る
こ
と
は

あ
り
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の

後
、
慈
円
は
第
六
十
五
、
六
十

九
、
七
十
一
世
と
計
四
度
に
わ

た
り
天
台
座
主
に
就
任
し
ま
す
。

一
人
で
複
数
回
任
命
さ
れ
る
こ

と
は
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、

四
度
も
務
め
た
の
は
長
い
延
暦

寺
の
歴
史
の
中
で
も
他
に 
尊  
圓 

そ
ん 

え
ん

法
親
王
だ
け
で
す
。
こ
の
事
で

も
い
か
に
慈
円
が
傑
出
し
た
僧

侶
で
あ
っ
た
か
が
う
か
が
え
ま

す
。
ち
な
み
に
現
在
の
天
台
座

主
は
、
二
百
五
十
六
世
の
半
田

孝
淳
氏
で
す
。

　

ま
た
慈
円
は
僧
侶
と
し
て
だ

け
で
は
な
く
、
独
自
の
歴
史
観

か
ら
神
武
天
皇
か
ら
順
徳
天
皇

に
至
る
歴
史
と
、
そ
の
歴
史
を

動
か
す
「
道
理
」
と
を
仮
名
文

で
つ
づ
っ
た
『 
愚  
管  
抄 
』
を
著

ぐ 

か
ん 
し
ょ
う

し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
歌
人
と
し
て
も
名
高
く
、

『
新
古
今
集
』な
ど
歴
代
の
勅
撰

集
に
多
く
の
歌
が
収
め
ら
れ
、

中
で
も
小
倉
百
人
一
首
に
前
大

僧
正
慈
円
の
名
で
収
め
ら
れ
て

い
る

お
ほ
け
な
く　

う
き
世
の
民
に

　

お
ほ
ふ
か
な　

わ
が
立
つ 
杣 
に

そ
ま

　
　

墨
染
め
の
袖

は
有
名
で
す
。

　

慈
円
の
異
父
兄
に
は
、
親
鸞

聖
人
の
師
で
あ
る
法
然
上
人
を

庇
護
し
て
い
た 
九 く 
条 

じ
ょ
う 
兼  
実 
が
い

か
ね 

ざ
ね

ま
す
。
た
だ
慈
円
自
身
は
法
然

上
人
の
説
く
専
修
念
仏
に
は
批

判
的
で
法
然
上
人
、
親
鸞
聖
人

の
流
罪
に
も
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
同
じ
く
法
然
上
人
の
弟

子
で
あ
る
西
山
浄
土
宗
の
祖

 
証  
空 
上
人
は
慈
円
の
弟
子
で

し
ょ
う 

く
う

も
あ
り
ま
す
か
ら
複
雑
で
す
。

　

最
後
に
親
鸞
聖
人
を
得
度
し

た
と
い
う
話
は
、
現
在
真
実
で

は
な
い
と
い
う
説
が
有
力
で
す
。

親
鸞
聖
人
が
九
歳
の
と
き
に
は

慈
円
は
ま
だ
得
度
す
る
こ
と
が

で
き
る
立
場
に
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
し
、
青
蓮
院
の
場
所
も
今

と
は
違
い
比
叡
山
の
中
に
あ
っ

た
か
ら
で
す
。
ま
た
親
鸞
聖
人

自
身
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
一

言
も
言
っ
て
い
ま
せ
ん
。
当
時

高
名
で
あ
っ
た
慈
円
の
名
を
後

の
人
が
持
ち
出
し
た
と
い
う
の

が
真
相
の
よ
う
で
す
。

真
宗
人
物
伝 

第
十
六
回 

捉

法

寺
　
杉
　
谷
　
　
　
淨 

　
 
慈  
円 

じ 

え
ん

一
向
一
揆
と
東
西
分
派

　

一
面
で
長
浜
別
院
の
こ
と
を

書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
、

少
し
補
足
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

戦
国
時
代
の
は
じ
め
、
蓮
如

上
人
は
他
力
念
仏
の
教
え
を
ひ

ろ
げ
る
た
め
、
全
国
各
地
を
遊

化
さ
れ
ま
し
た
。

　

や
が
て
そ
の
活
動
は
、
戦
国

乱
世
の
中
で
、
一
向
一
揆
と
い

う
形
を
と
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。
一
揆
勢
力
が
、
冨
樫

政
親
を
滅
ぼ
し
て
、
約
一
世
紀

の
間
加
賀
の
国
を
支
配
し
た
こ

と
は
私
た
ち
も
よ
く
知
っ
て
い

る
通
り
で
す
。

　

近
江
国
も
そ
の
布
教
活
動
の

最
大
の
拠
点
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、

北
近
江
で
の
真
宗
寺
院
の
中
核

が
現
在
の
大
通
寺
で
し
た
。

　

一
向
一
揆
は
、
織
田
信
長
と

の
十
年
に
わ
た
る
石
山
合
戦
に

お
い
て
そ
の
頂
点
を
迎
え
ま
す
。

そ
し
て
天
正
八
年（
一
五
八
〇
）

三
月
、
本
願
寺
法
主
顕
如
上
人

と
信
長
の
間
に
和
睦
が
成
立
し

ま
す
。
と
こ
ろ
が
法
主
の
嫡
男

教
如
上
人
は
、
徹
底
抗
戦
を
主

張
さ
れ
、
長
浜
か
ら
諸
国
に
檄

を
飛
ば
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
応
じ
て
教
如
上
人

と
と
も
に
戦
っ
た
の
が
、
湖
北

の
門
徒
た
ち
で
し
た
。
や
が
て

信
長
の
手
に
よ
っ
て
一
揆
は

鎮
圧
さ
れ
、
教
如
上
人
は
長
浜

で
蟄
居
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

時
代
は
変
わ
り
豊
臣
秀
吉
は
、

教
如
上
人
の
弟
准
如
上
人
に
土

地
を
与
え
本
願
寺
を
再
興
さ
れ

ま
す
。
さ
ら
に
時
を
経
て
、
教

如
上
人
は
徳
川
家
康
に
許
さ
れ

て
東
本
願
寺
を
創
建
し
ま
す
。

こ
れ
が
東
西
本
願
寺
の
分
派
で

あ
り
、
真
宗
大
谷
派
の
始
ま
り

で
す
。

　

ち
な
み
に
石
川
県
で
東
本
願

寺
を
本
山
と
す
る
真
宗
大
谷
派

の
寺
院
が
多
い
の
は
、
加
賀
の

国
に
は
、
教
如
上
人
に
同
情
的

な
門
徒
が
多
く
、
行
動
を
と
も

に
し
た
か
ら
で
あ
る
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

　

歴
史
と
真
宗
の
町
長
浜
へ

は
、
千
円
高
速
を
利
用
し
て
金

沢
か
ら
長
浜
イ
ン
タ
ー
ま
で

二
時
間
足
ら
ず
。
一
度
お
出
か

け
に
な
っ
て
み
れ
ば
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

 
�
�
�
�
�
�
�
�
� 
（
彰
）

真
宗
豆
知
識 



僧　　　　　伽（サンガ）(５) 第��号

九
卿 
僉 
議
植

せ
ん

　

天
下
の
訴
訟
を
評
定
す
る
京

都
御
所
の
仁
寿
殿
で
あ
る
。
九

卿
と
は
、
公
卿
の
中
国
風
の
言

い
方
で
あ
る
。
場
面
は
、
そ
の

九
卿
に
よ
っ
て
、
法
然
上
人
以

下
十
二
名
の
行
状
に
つ
い
て
の

 
僉 
議
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

せ
んで

あ
る
。

　

そ
の
結
果
出
さ
れ
た
罪
状
は
、

歎
異
抄
後
序
の
記
録
に
よ
れ
ば
、

四
人
が
死
罪
、
八
人
が
流
罪
（
う

ち
執
行
猶
予
は
二
人
）
と
い
う
き

わ
め
て
厳
し
い
内
容
で
あ
っ
た
。

死
罪　

安
楽
房　

住
蓮
房

　
　
　

性
願
房　

善
綽
房

流
罪　

法　

然
（
土
佐
国
）

　
　
　

浄
聞
房
（
備
後
国
）

　
　
　

禅
光
房
（
伯
耆
国
）

　
　
　

好
覚
房
（
伊
豆
国
）

　
　
　

法
本
房
（
佐
渡
国
）

　
　
　

親　

鸞
（
越
後
国
）

　
　
　

善
恵
房
、
成
覚
房

　
　
　
（
慈
円
が
身
柄
預
か
り
）

　

こ
の
歎
異
抄
の
記
録
は
、
事

件
の
顛
末
を
記
す
数
少
な
い
資

料
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
な
ぞ

が
多
い
。
法
然
上
人
と
死
罪
の

四
人
は
と
も
か
く
、
後
の
七
人

は
ど
の
よ
う
に
し
て
選
ば
れ
た

の
か
判
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

三
百
余
名
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る

法
然
門
下
の
う
ち
、
な
ぜ
こ
の

七
人
だ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
な

ぜ
そ
の
中
に
親
鸞
聖
人
が
入
っ

て
お
ら
れ
た
の
か
。

　

も
し
聖
人
が
才
能
が
優
秀
な

ゆ
え
に
選
ば
れ
た
と
い
う
な
ら
、

信
空
を
筆
頭
に

他
に
優
秀
な
先

輩
が
数
多
く
い

た
の
に
、
彼
ら

が
選
ば
れ
な

か
っ
た
の
は
な

ぜ
か
。
い
ず
れ

も
決
定
的
な
理

由
は
見
つ
か
っ

て
い
な
い
。

　

左
に
は
「
呉

竹
の
台
」、右
に

橘
が
描
か
れ
て

い
る
が
、
竹
は

古
来
君
子
の
徳

を
あ
ら
わ
す
も

の
と
さ
れ
て
き

た
。
天
下
の
政

道
の
正
し
さ
を

象
徴
し
て
植
え

て
あ
る
が
、
不

当
な
評
定
へ
の

風
刺
と
し
て
こ

こ
に
描
か
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

 
�
�
� 
（
彰
）

「
御
絵
伝
」
で
た
ど
る

「
御
絵
伝
」
で
た
ど
る 

親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯

親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯 （
　
）

（
　
） 

12（12） 

「
御
絵
伝
」
で
た
ど
る 

親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯 

杉
谷
淨
の

　
　

ラ
ジ
オ
案
内 

　

十
月
六
日（
火
）、十
一

月
三
日（
火
）、十
二
月
一

日（
火
）、一
月
五
日（
火
）

で
す
。午
後
一
時
半
か
ら

F
M
‐
N
1（
七
十
六
･

三
M
H
）で
放
送
し
ま
す
。

再
放
送
は
同
日
の
深
夜
一

時
か
ら
と
放
送
日
の
週
の

土
曜
夜
八
時
か
ら
の
二
回

で
す
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も

聞
け
ま
す
の
で
ご
意
見

等
頂
け
れ
ば
嬉
し
く
思

い
ま
す
。

　『
心
の
相
談
室
』

　

毎
月
第
四
土
曜
日

　

午
後
三
時
〜
五
時

　

東
別
院
横

　
　
「
い
ち
ょ
う
館
」二
階

　

相
談
料
無
料

　

日
常
生
活
で
の
い
ろ
い

ろ
な
悩
み
、
家
族
の
こ
と
、

友
達
の
こ
と
、
学
校
の
こ

と
、
仏
事
の
疑
問
等
に
、

僧
侶
が
対
応
し
ま
す
。



僧　　　　　伽（サンガ） (６)第��号

　

と
っ
て
も
わ
か
り
や
す
い
仏

像
に
つ
い
て
の
入
門
書
で
す
。

何
が
書
か
れ
て
い
る
か
と
い
う

と
、
仏
像
の
種
類
が
絵
や
写
真

を
交
え
て
説
明
さ
れ
て
い
る
の

で
す
。

　

ま
ず
如
来
や
菩
薩
、 
明 

み
ょ
う 
王 
、

お
う

天
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
ま

す
。
例
え
ば
、
如
来
は
歯
が
四

十
本
あ
る
と
か
（
人
は
二
十
八

〜
三
十
二
本
）
舌
が
顔
よ
り
も

大
き
く
て
舌
で
顔
を
包
め
る
と

か
い
う
こ
と
が
、
か
わ
い
ら
し

い
絵
で
描
か
れ
て
い
ま
す
。
千

手
観
音
が
手
に
持
っ
て
い
る
も

の
は
何
か
と
か
、
普
段
何
気
な

く
見
て
い
る
も
の
が
な
る
ほ
ど

と
頷
け
ま
す
。

　

次
が
仏
像
の
作
り
方
に
よ
る

種
類
で
す
。
大
き
く
分
け
る
と

銅
で
つ
く
る
銅
像
と
、
粘
土
で

つ
く
る
塑
像
、
漆
で
つ
く
る
乾

漆
像
、
木
で
で
き
た
木
彫
像
、

石
で
で
き
た
石
像
に
分
け
ら
れ

ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
り
方
を

歴
史
な
ど
を
交
え
て
こ
れ
も
わ

か
り
や
す
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

次
は
時
代
ご
と
の
仏
像
の
変

化
で
す
。
実
は
仏
像
は
そ
の
つ

く
ら
れ
た
時
代
で
痩
せ
た
り

太
っ
た
り
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
は
私
も
知
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
実
は
こ
の
本
の
著
者
は
仏

教
の
専
門
家
で
は
な
く
彫
刻
の

専
門
家
な
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん

仏
教
に
つ
い
て
も
か
な
り
の
知

識
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す

が
、
こ
の
あ
た
り
は
さ
す
が
に

目
の
付
け
所
が
違
い
ま
す
。
な

に
し
ろ
仏
像
を
輪
切
り
に
し
た

形
の
変
化
な
ん
て
と
て
も
私
に

は
気
が
付
き
ま
せ
ん
か
ら
。

　

最
後
が
仏
像
の
お
な
か
の
中

で
す
。
実
は
仏
像
の
中
に
は
い

ろ
い
ろ
な
物
が
収
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
お
経

で
あ
っ
た
り
、
水
晶
で
あ
っ
た

り
、
小
さ
な
仏
像
で
あ
っ
た
り

さ
ま
ざ
ま
で
す
。
今
は
Ｘ
線
写

真
が
あ
る
の
で
、
仏
像
を
壊
さ

な
い
ま
ま
で
も
中
の
様
子
が
見

て
取
れ
る
の
で
す
。

　

こ
の
本
は
こ
の
手
の
本
と
し

て
は
か
な
り
の
売
れ
行
き
を
記

録
し
た
の
で
、
現
在
続
刊
と
し

て
「
続
仏
像
の
ひ
み
つ
」
も
出

て
い
ま
す
。
仏
教
の
入
門
書
と

し
て
も
宗
派
を
問
わ
ず
読
む
こ

と
が
で
き
ま
す
の
で
ご
一
読
下

さ
い
。 �
�
�
�
�
�
� 
（
淨
）

◆
徳
法
寺

金
沢
市
野
町

　

二
丁
目
三
二
―
四

　

℡
二
四
一
―
五
二
一
九

◎
お　

講

毎
月
二
十
一
日

午
後
七
時
半
よ
り

講
師

十　

月　

幸
村　
　

明

十
一
月　

杉
谷　
　

淨

十
二
月　

荒
木　

範
夫

一　

月　

杉
谷　
　

淨

◆
常
徳
寺

金
沢
市
寺
町

　

五
丁
目
一
番
二
九
号

　

℡
二
四
一
―
二
六
四
九

◎
報
恩
講

十
月
十
日
（
土
）

午
前
十
時
よ
り
お
逮
夜

午
後
一
時
半
よ
り
お
日
中

お
説
教

　

春
秋　

賛
師

  
編
集
委
員

　

西
山　
　

彰
（
常
徳
寺
）

　

杉
谷　
　

淨
（
徳
法
寺
）

「
仏
像
の
ひ
み
つ
」 

山
本
　
勉  

著 
朝
日
出
版
社 

一
、四
〇
〇
円
＋
税 

本
の
紹
介 

編 
集 
後 
記 

　

こ
の
号
か
ら
西
山
さ
ん
と
の
二

人
で
の
『
僧
伽
』
が
始
ま
り
ま
し

た
。
実
は
前
号
か
ら
印
刷
所
も
変

え
て
い
ま
す
。
写
真
が
綺
麗
に

な
っ
た
の
に
気
付
か
れ
ま
し
た

か
？
政
権
党
も
変
わ
り
私
と
同
世

代
の
人
た
ち
が
次
々
と
大
臣
に

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
私
も

年
を
重
ね
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

何
も
か
も
変
わ
っ
て
い
く
中
で
、

今
で
き
る
こ
と
を
コ
ツ
コ
ツ
や
っ

て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か

ら
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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各
寺
の
ご
案
内 


