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た
だ
い
ま
方
丈
様
よ
り
ご
紹
介
を
賜
り
ま
し
た
、
滋
賀
県

米
原
市
よ
り
参
り
ま
し
た
総
寧
寺
住
職
の
河
合
正
博
と
申
し

ま
す
。
成
願
寺
様
と
の
ご
縁
は
、
こ
ち
ら
に
長
年
盂
蘭
盆
会

法
要
な
ど
に
お
見
え
に
な
る
東
円
寺
ご
住
職
の
藤
木
道
明
老

師
、
山
手
通
り
に
面
し
て
大
き
な
素
晴
ら
し
い
達
磨
さ
ん
の

◎
秋
の
観
音
詣
り

　「
小
田
原
道
了
尊
と
修
禅
寺
巡
拝
」
参
加
者
募
集

　

小
田
原
の
大
雄
山
最
乗
寺
へ
の
拝
登
は
平
成
二
十
二
年
、

ご
開
山
了
庵
慧
明
禅
師
六
百
回
大
遠
忌
に
お
い
て
、
当
山

住
職
が
焼
香
師
を
勤
め
て
以
来
と
な
り
ま
す
。
大
雄
山
守

護
妙
覚
道
了
大
薩
埵
が
お
祀
り
さ
れ
る
御
真
殿
に
て
特
別

祈
禱
を
い
た
だ
き
、
点て
ん
じ
ん心
（
精
進
料
理
）
を
頂
戴
し
ま
す
。

　

江
戸
時
代
後
期
の
農
政
家
・
二
宮
金
次
郎
生
誕
の
地
に

隣
接
す
る
「
二
宮
尊
徳
記
念
館
」
を
見
学
。

　

宿
は
伊
豆
の
名
旅
館
「
稲
取
銀
水
荘
」
で
す
。

　

翌
日
は
、
こ
ち
ら
も
二
十
五
年
ぶ
り
の
拝
登
と
な
る
、

名
刹
修
禅
寺
へ
。
境
内
拝
観
の
後
、
ご
住
職
の
吉
野
真
常

老
師
に
お
話
を
賜
り
ま
す
。
そ
の
他
、
観
音
霊
場
を
も
う

一
ヶ
寺
参
拝
の
予
定
。

　

日
程　

十
一
月
十
一
日
（
月
）
〜
十
二
日
（
火
）

　

会
費　

四
万
円
（
予
定
）

▼
檀
家
以
外
の
方
も
、
ど
な
た
で
も
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す
。
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絵
が
掲
げ
て
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
の
絵
を
描
か
れ
た
方
で
す
。

東
円
寺
様
と
私
ど
も
が
近
く
で
、
大
変
懇
意
に
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
東
円
寺
様
の
落
慶
法
要
の
時
に
、

ご
当
山
の
方
丈
様
と
初
め
て
親
し
く
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
ら
、
び
っ
く
り
い
た
し
ま
し
た
。
私
ど
も
総
寧
寺

四
世
住
職
の
舂
屋
宗
能
禅
師
様
と
成
願
寺
様
の
ご
縁
が
大
変

深
い
ん
で
す
ね
。

　

成
願
寺
様
の
開
基
・
鈴
木
九
郎
様
が
当
時
小
田
原
最
乗
寺

に
い
ら
し
た
舂
屋
宗
能
禅
師
様
の
も
と
で
得
度
さ
れ
て
い
る
。

成
願
寺
様
の
礎
を
築
い
た
の
が
開
基
・
鈴
木
九
郎
様
。
そ
れ

を
導
か
れ
た
の
が
、
舂
屋
宗
能
禅
師
様
と
い
う
こ
と
な
の
で

す
。
そ
う
い
っ
た
、
昔
、
昔
の
あ
り
が
た
い
ご
縁
も
ご
ざ
い

ま
し
て
、
方
丈
様
よ
り
本
日
の
お
声
が
け
を
い
た
だ
き
、
喜

ん
で
上
京
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

喜
ん
で
、
と
申
し
ま
し
た
が
、
私
は
東
京
が
大
好
き
で
ご

ざ
い
ま
す
。
若
い
頃
、
修
行
を
豊
川
稲
荷
で
四
年
間
い
た
し

ま
し
た
。
そ
の
後
、
赤
坂
に
ご
ざ
い
ま
す
東
京
別
院
で
お
世

話
に
な
り
な
が
ら
、
駒
澤
大
学
の
夜
学
に
二
年
間
通
い
ま
し

た
。
そ
し
て
卒
業
と
な
っ
た
と
き
に
、
田
舎
の
お
寺
に
は
兄

弟
子
が
お
り
ま
す
し
、
東
京
か
ら
離
れ
る
の
も
な
と
思
い
ま

し
て
、
東
京
消
防
庁
の
試
験
を
受
け
た
。
そ
う
し
た
ら
受
か

り
ま
し
て
ね
。
幡
ヶ
谷
の
消
防
学
校
で
六
ヶ
月
間
の
初
任
教

養
を
受
け
ま
し
た
。
深
川
消
防
署
に
配
属
に
な
り
ま
し
て
、

い
ろ
い
ろ
な
経
験
を
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、
師
僧
の
お

寺
か
ら
「
修
行
を
終
え
て
、
い
っ
た
い
な
に
を
や
っ
て
い
る

ん
だ
」
と
連
絡
が
き
て
し
ま
い
ま
し
て
、
残
念
な
が
ら
辞
職
。

　

戦
国
武
将
の
浅
井
長
政
の
菩
提
寺
で
あ
り
ま
す
長
浜
市
の

徳
勝
寺
に
跡
取
り
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
参
り
ま
し
た
。

そ
し
て
ま
た
ご
縁
が
あ
っ
て
、現
在
の
総
寧
寺
の
住
職
と
な
っ

た
。
そ
の
お
か
げ
さ
ま
で
、
本
日
参
上
で
き
た
と
い
う
次
第

で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
数
え
切
れ
な
い
親
の
恩

　

豊
川
稲
荷
で
の
修
行
時
代
、
単
頭
老
師
で
あ
り
ま
し
た
柴

田
俊
成
老
師
が
夜
坐
の
際
に
「
父ぶ

も
お
ん
じ
ゅ
う
ぎ
ょ
う

母
恩
重
経
」
の
意
訳
を
聞

か
せ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。「
父
母
恩
重
経
」
は
、
お
釈
迦
様

が
お
説
き
に
な
ら
れ
た
も
の
で
、
両
親
の
広
大
な
恩
徳
を
説

い
た
内
容
で
す
。
単
頭
老
師
が
読
ん
で
く
だ
さ
っ
た
の
は
、「
父

母
恩
重
経
」
を
元
と
し
て
、
竹
内
浦
次
と
い
う
方
が
作
ら
れ

た
詩
歌
「
報
恩
の
歌
」
で
、
戦
前
ま
で
は
師
範
学
校
な
ど
で

広
く
歌
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

私
た
ち
は
、
誰
一
人
と
し
て
両
親
が
い
な
い
と
い
う
者
は

い
ま
せ
ん
。
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
の
お
か
げ
で
こ
の
命
を

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
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こ
の
漆
黒
の
宇
宙
の
中
に
あ
っ
て
、
様
々
な
生
物
が
こ
う

し
て
暮
ら
し
て
い
け
る
の
は
こ
の
地
球
だ
け
。
地
球
は
大
宇

宙
の
オ
ア
シ
ス
で
す
。
そ
の
地
球
上
に
、
七
十
三
億
人
も
の

人
が
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
美
し
い
日
本
列
島
に

は
、
一
億
二
千
万
人
が
暮
ら
し
て
い
る
。

　

そ
の
数
字
だ
け
で
考
え
ま
す
と
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
く

る
こ
と
は
そ
ん
な
に
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
方

が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
小
さ
な
小
さ
な
微
生
物

ま
で
考
え
ま
す
と
、
地
球
上
の
生
物
は
無
限
大
で
あ
り
ま
す
。

漆
黒
の
大
宇
宙
の
中
の
オ
ア
シ
ス
地
球
に
無
限
大
に
暮
ら
す

生
き
物
た
ち
の
中
に
あ
っ
て
、
人
間
に
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
。

こ
れ
は
決
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
両
親
の
お
か
げ
さ
ま

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

こ
れ
を
お
釈
迦
様
が
、「
父
母
恩
重
経
」
の
な
か
で
説
か
れ

て
い
ま
す
。
両
親
に
対
し
て
、
十
種
の
恩
徳
が
あ
る
だ
ろ
う

と
い
う
の
で
す
。「
報
恩
の
歌
」
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
意
訳
を

合
わ
せ
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

一
に
は
、
懐か

い
た
い
し
ゅ
ご

胎
守
護
の
恩

「
悲は

は母
の
我
子
を
、
思
ふ
こ
と
。
こ
の
世
に
並
ぶ
、
も
の
も
な

し
。（
略
）
唯
胎こ
児
の
た
め
に
、
祈
る
な
り
」

　

こ
れ
は
、
母
親
の
胎
内
に
宿
っ
た
そ
の
瞬
間
か
ら
、
守
り
、

慈
し
ん
で
く
だ
さ
っ
た
恩
で
す
。
悪つ
わ
り阻

も
あ
る
で
し
ょ
う
。

約
十
ヶ
月
の
長
き
に
わ
た
り
、
転
ん
だ
り
し
な
い
よ
う
に
、

風
邪
な
ど
を
ひ
い
て
も
薬
も
飲
ま
ず
、
自
分
の
た
め
で
は
な

く
、
子
の
た
め
に
栄
養
の
あ
る
も
の
を
食
べ
、
運
動
が
必
要

な
ら
し
て
、
無
事
に
産
ま
れ
て
き
て
く
だ
さ
い
と
、
祈
り
に

も
似
た
思
い
で
大
事
に
過
ご
し
て
く
だ
さ
っ
た
恩
で
す
。

　

二
に
は
、
臨り

ん
さ
ん
じ
ゅ

産
受
苦く

の
恩

「
骨
節
く
だ
け
、
身
も
い
た
み
。（
略
）
父
も
心
身
、
お
の
の

き
て
。
母
を
気
づ
か
い
、
子
を
憂
い
。
諸
親
眷
属
、
あ
つ
ま

り
て
。
た
だ
安
産
を
、
願
ふ
な
り
」

　

時
が
満
ち
る
と
、
い
よ
い
よ
出
産
と
な
り
ま
す
。
青
竹
を

握
る
と
圧
し
潰
す
ほ
ど
の
痛
み
と
聞
き
ま
す
が
、
そ
の
苦
し

み
に
耐
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
皆
、
必
ず
受
け
て
き
た
恩
で
す
。

　

三
に
は
、
生し

ょ
う
し
ぼ
う
ゆ
う

子
忘
憂
の
恩

「
父
母
の
喜
び
、
か
ぎ
り
な
く
。
子
の
泣
く
声
を
、
耳
に
し
て
。

み
な
蘇
る
が
、
ご
と
く
な
り
」

　

妊
娠
中
も
出
産
も
、
あ
れ
だ
け
苦
し
か
っ
た
の
に
、
子
の

泣
き
声
を
聞
い
て
い
る
と
全
て
忘
れ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で

す
。
そ
れ
ま
で
の
全
て
の
し
ん
ど
さ
や
痛
み
、
苦
し
み
を
忘

れ
て
、「
あ
な
た
に
会
え
て
良
か
っ
た
」
と
思
っ
て
く
だ
さ
る
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恩
で
す
。

　

四
に
は
、
乳に

ゅ
う
ほ
よ
う
い
く

哺
養
育
の
恩

「
幼
な
子
一
人
、
育
つ
れ
ば
、
花
の
顔
か
ん
ば
せ、

い
つ
し
か
に
。
衰
え

行
く
こ
そ
、
悲
し
け
れ
（
略
）。
幼
な
子
乳
を
、
ふ
く
む
こ
と
。

百
八
十
斛
を
、
越
す
と
か
や
」

　

母
親
は
寝
る
暇
も
な
く
、
お
乳
を
与
え
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
ね
。
三
時
間
お
き
で
し
た
で
し
ょ
う
か
。
早
朝
だ
ろ
う
が

真
夜
中
だ
ろ
う
が
、「
お
ぎ
ゃ
ー
」
と
泣
け
ば
、
お
乳
を
く
だ

さ
る
。
そ
の
総
量
は
、
一
・
八
リ
ッ
ト
ル
掛
け
る
百
八
十
と
い

う
こ
と
だ
そ
う
で
、
そ
れ
だ
け
身
を
削
っ
て
お
乳
を
与
え
て

く
だ
さ
っ
た
。
母
乳
が
難
し
い
場
合
で
も
、
時
間
関
係
な
く

ち
ょ
う
ど
良
い
温
度
の
ミ
ル
ク
を
作
り
、
与
え
て
く
だ
さ
る
。

そ
う
し
た
苦
労
が
な
け
れ
ば
、赤
ち
ゃ
ん
は
栄
養
不
足
と
な
っ

て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。

　

五
に
は
、
廻か

い
か
ん
じ
ゅ
し
つ

乾
就
湿
の
恩

「
身
を
切
る
如
き
、
雪
の
夜
も
。
骨
さ
す
霜
の
、
あ
か
つ
き
も
。

乾
け
る
処
に
、
子
を
廻
し
。
懐ふ
と
こ
ろ中
け
が
し
、
背
を
ぬ
ら
す
」

　
「
廻
乾
」
と
い
う
の
は
、
乾
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
子
ど
も
を

寝
か
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
思
い
当
た
り
ま
す
か
？　

お
も

ら
し
を
し
て
布
団
を
濡
ら
し
て
し
ま
っ
た
時
、
母
親
は
乾
い

た
と
こ
ろ
に
寝
か
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
し
て
自
分
は
、
何

か
タ
オ
ル
で
も
敷
い
て
そ
こ
に
寝
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
う
し

た
恩
を
い
い
ま
す
。

　

六
に
は
、
洗せ

ん
か
ん
ふ
じ
ょ
う

灌
不
浄
の
恩

「
不
浄
を
い
と
う
、
色
も
な
く
。
洗
ふ
も
日
日
、
幾
度
ぞ
」

　

こ
れ
は
、
子
ど
も
の
小
便
で
あ
っ
て
も
大
便
で
あ
っ
て
も
、

決
し
て
嫌
が
る
こ
と
は
な
く
、
洗
濯
を
し
て
く
だ
さ
り
、
い

つ
で
も
清
潔
な
衣
類
を
着
せ
て
く
だ
さ
っ
た
恩
で
す
。

　

七
に
は
、
嚥え

ん
く
と
か
ん

苦
吐
甘
の
恩

「
甘
き
は
吐
き
て
、
子
に
与
え
。
苦
き
は
自
ら
、
食
ふ
な
り
」

　

自
分
の
分
は
な
く
て
も
、子
に
与
え
て
く
だ
さ
る
。
ま
た
は
、

栄
養
の
あ
る
、
お
い
し
く
て
食
べ
や
す
い
も
の
は
子
に
く
だ

さ
り
、
自
分
は
残
り
を
い
た
だ
く
。
そ
う
い
う
親
の
恩
で
す
。

　

八
に
は
、
為い

ぞ
う
あ
く
ご
う

造
悪
業
の
恩

「
父
母
は
吾
子
の
、
た
め
な
ら
ば
。
悪
業
つ
く
り
、
罪
か
さ
ね
。

よ
し
や
悪
趣
に
、落
つ
る
と
も
。
少
し
の
悔
も
、無
き
ぞ
か
し
」

　

こ
れ
は
、
我
が
子
の
た
め
に
な
る
な
ら
ば
、
ど
ん
な
悪
い

こ
と
で
も
し
て
し
ま
う
。
そ
の
罪
は
自
分
が
引
き
受
け
る
。

そ
れ
で
も
、
子
の
た
め
に
な
る
な
ら
ば
厭
わ
な
い
と
い
う
親
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の
魂
が
私
た
ち
を
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
毎
朝
、

み
な
さ
ま
仏
壇
に
手
を
合
わ
せ
ま
す
ね
。「
ご
先
祖
様
、
お
は

よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
」

と
心
の
中
で
感
謝
の
思
い
を
伝
え
て
い
た
だ
く
。
そ
う
し
た

こ
と
が
、
何
よ
り
の
ご
供
養
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う

わ
け
で
す
。

　

最
後
に
「
父
母
恩
重
経
」
の
意
訳
の
終
わ
り
の
方
を
ご
紹

介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
特
に
お
若
い
方
に
ぜ
ひ
知
っ
て
い

た
だ
き
た
い
内
容
で
す
。

あ
は
れ
地こ

の
よ上

に
、
数
し
ら
ぬ
。
衆
生
の
中
に
、
た
だ
ひ
と
り
。

父
と
か
し
づ
き
、
母
と
呼
ぶ
。
貴
き
え
に
し
、
伏
し
を
が
み
。

起
て
よ
人
の
子
、
い
ざ
立
ち
て
。
浮
世
の
風
に
、
た
た
か
れ
し
。

余
命
す
く
な
き
、
ふ
た
親
の
。
弱
れ
る
心
、
慰
め
よ
。

さ
り
と
も
見
え
ぬ
、
父
母
の
。
夜よ

わ半
の
寝
顔
を
、
仰
ぐ
と
き
。

見
ま
が
ふ
程
の
、お
と
ろ
へ
に
。
お
ど
ろ
き
泣
か
ぬ
、も
の
ぞ
な
き
。

木
静
ま
ら
ん
と
、
欲
す
れ
ど
。
風
の
止
ま
ぬ
を
、
如
何
に
せ
ん
。

子
養
は
ん
と
、
ね
が
へ
ど
も
。
親
在
さ
ぬ
ぞ
、
あ
は
れ
な
る
。

逝
き
に
し
慈ち

ち父
の
、
墓
石
を
。
涙
な
が
ら
に
、
拭
ひ
つ
つ
。

父
よ
父
よ
と
、
叫
べ
ど
も
。
答
え
ま
さ
ぬ
は
、
果は

か敢
な
け
れ
。

あ
あ
母
上
よ
、
子
を
遺お

き
て
。
何い

づ
く処

に
一
人
、
逝
き
ま
す
と
。

胸
か
き
む
し
り
、
嘆
け
ど
も
。
帰
り
ま
さ
ぬ
ぞ
、
悲
し
け
れ
。

の
愛
で
す
ね
。

　

九
に
は
、
遠

お
ん
ぎ
ょ
う
お
く
ね
ん

行
憶
念
の
恩

「
若も

し
子
遠
く
、
行
く
あ
ら
ば
。
帰
り
て
そ
の
面お

も貌
、
見
る
ま

で
は
。
出
て
て
も
入
り
て
も
、子
を
憶お

も

い
。
寝
て
も
覚
め
て
も
、

子
を
念お

も

う
」

　

小
学
校
に
上
が
り
ま
す
と
、
家
に
い
る
よ
り
も
、
お
友
達

の
と
こ
ろ
へ
遊
び
に
行
っ
た
り
、
お
友
達
と
公
園
に
行
っ
た

り
。
親
の
そ
ば
近
く
か
ら
離
れ
て
い
る
時
間
も
増
え
て
参
り

ま
す
。
ま
た
、
な
に
か
行
事
で
も
あ
れ
ば
泊
ま
り
で
行
っ
て

し
ま
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
離
れ
て
い
る
間
中
、

親
は
子
を
思
っ
て
お
り
ま
す
。
帰
っ
て
き
て
、
そ
の
笑
顔
を

見
る
ま
で
、
心
配
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

十
に
は
、
究く

き
ょ
う
れ
ん
み
ん

竟
憐
愍
の
恩

「
己
れ
生
あ
る
、
そ
の
内
は
。
子
の
身
に
代
ら
ん
、
事
思
う
。

己
れ
死
に
行
く
、
そ
の
後
は
。
子
の
身
護
ら
ん
、
事
願
う
。」

　

生
き
て
い
る
間
は
、
子
に
災
い
が
降
り
掛
か
ろ
う
も
の
な

ら
、
代
わ
り
た
い
と
願
い
、
死
ん
で
い
く
時
に
は
、
我
が
子

の
幸
せ
を
心
か
ら
願
っ
て
く
だ
さ
る
。
そ
の
深
い
、
深
い
愛

が
十
個
目
の
ご
恩
で
す
。

　

親
と
い
う
の
は
、
た
と
え
自
分
が
死
ん
だ
あ
と
で
も
、
そ
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父
死
に
給
ふ
、
そ
の
き
は
に
。
泣
き
て
念
ず
る
、
声
あ
ら
ば
。

生
き
ま
せ
る
時
、
慰
め
の
。
言
葉
か
わ
し
て
、
微
笑
め
よ
。

母
息
絶
ゆ
る
、
そ
の
臨き

は終
に
。
泣
き
て
拝
が
む
、
手
の
あ
ら
ば
。

生
き
ま
せ
る
時
、
肩
に
あ
て
。
誠ま

ご
こ
ろ心

こ
め
て
、
揉
み
ま
つ
れ
。

げ
に
古
く
し
て
、
新
し
き
。
道
は
報
恩
の
、
を
し
へ
な
り
。

孝
は
百
行
の
、
基
に
し
て
。
信
の
道
の
、
正
門
ぞ
。

世
の
若
人
よ
、
と
く
往
き
て
。
父
母
の
御
前
に
、
跪ひ

ざ
ま拝

づ
け
。

世
の
乙
女
子
よ
、
い
ざ
起た

ち
て
。
父
母
の
慈ひ

か
り光

を
、
仰
げ
か
し
。

老
い
て
後
、
思
い
知
る
こ
そ
、
か
な
し
け
れ
。

こ
の
世
に
あ
ら
ぬ
、
親
の
恵
み
に
。

　

み
な
さ
ま
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。「
親
孝
行
し
た
い
と
き

に
は
親
は
な
し
」
と
い
う
諺

こ
と
わ
ざも
ご
ざ
い
ま
す
。
自
分
も
歳
を

と
り
、
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
か
ら
受
け
た
愛
に
気
が
つ
い

た
時
、
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
が
お
元
気
で
、
直
接
孝
行
が

で
き
れ
ば
そ
れ
に
勝
る
事
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
こ

の
お
経
は
、
そ
の
事
に
気
が
つ
け
よ
、
と
説
い
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
の
で
す
。
そ
う
は
言
い
ま
し
て
も
、
私
も
す
で
に
親

を
亡
く
し
て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
た
場
合
に
は
、
親
が
し
て

く
だ
さ
っ
た
よ
う
に
、
心
の
中
で
い
つ
も
思
う
こ
と
。
親
に

恥
ず
か
し
く
な
い
生
活
を
す
る
こ
と
が
、
報
恩
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　

合
掌

平
成
三
十
一
年 

春
の
観
音
詣
り
の
報
告

　

平
成
最
後
と
な
っ
た
春
の
観
音
詣
り
。
例
年
通
り
、
四
月

二
十
九
日
（
月
・
昭
和
の
日
）
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

朝
七
時
、
成
願
寺
に
集
合
す
る
と
、
観
音
堂
に
て
旅
の
無

事
を
祈
念
し
て
ご
祈
禱
。
バ
ス
二
台
に
分
乗
し
て
、
ま
ず
最

初
に
中
央
線
武
蔵
境
駅
ほ
ど
近
く
の
観
音
院
へ
。

　

観
音
院
は
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）、
ご
開
山
・
盛
岳
栄
見

大
和
尚
に
っ
て
開
創
さ
れ
た
名
刹
で
、
本
尊
様
は
准
胝
観
音

菩
薩
。
普
段
は
お
厨
子
の
中
で
秘
仏
と
し
て
お
祀
り
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
一
行
の
た
め
に
特
別
に
御
開
帳
を
し
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
八
時
半
に
到
着
す
る
と
、
本
堂
に
あ
げ
て
い
た

だ
き
、
ご
挨
拶
の
お
経
を
お
唱
え
い
た
し
ま
し
た
。

　

ご
住
職
の
来
馬
正
行
老
師
よ
り
、
お
寺
の
開
創
・
歴
史
に

つ
い
て
、
准
胝
観
音
菩
薩
の
功
徳
に
つ
い
て
詳
し
く
お
話
し

い
た
だ
き
ま
し

た
。
本
尊
様
の

前
で
記
念
撮
影

を
済
ま
せ
る
と
、

早
朝
よ
り
方
丈

様
が
煎
じ
て
く

だ
さ
っ
た
甘
茶

観音院方丈様のお話

観音院にて読経する一行
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の
ご
接
待
を
頂
戴
し
ま
し
た
。
滋
味
深
い
味
わ
い
で
、
そ
の

功
徳
が
心
体
す
み
ず
み
ま
で
行
き
渡
る
お
い
し
さ
で
し
た
。

お
み
や
げ
に
と
、
方
丈
様
が
毎
年
ご
自
身
で
絵
柄
を
描
い
て

い
る
と
い
う
団
扇
を
全
員
頂
戴
し
、
お
見
送
り
を
い
た
だ
き

な
が
ら
観
音
院
を
後
に
し
ま
し
た
。

　

バ
ス
は
渋
滞
の
中
央
道
を
避
け
て
、
一
路
新
青
梅
街
道
を

次
に
参
拝
す
る
塩
船
観
音
寺
を
目
指
し
ま
す
。

　

大
化
年
間
（
六
四
五
〜
六
五
〇
）、
若
狭
の
国
の
八
百
比
丘

尼
が
一
寸
八
分
の
観
音
像
を
安
置
し
た
こ
と
が
は
じ
ま
り
と

い
う
塩
船
観
音
寺
は
真
言
宗
醍
醐
派
の
別
格
本
山
。
八
百
比

丘
尼
と
い
え
ば
、
驚
く
ほ
ど
の
長
寿
で
あ
っ
た
（
一
説
に
は

八
百
歳
ま
で
生
き
ら
れ
た
と
か
）
そ
う
で
、
古
来
よ
り
不
老

長
寿
を
祈
念
す
る
人
々
の
信
仰
を
集
め
て
き
ま
し
た
。
四
季

折
々
の
花
の
寺
と
し
て
も
知
ら
れ
、
特
に
春
は
つ
つ
じ
が
有

名
。
ち
ょ
う
ど
「
つ
つ
じ
祭
」
が
開
催
さ
れ
て
い
て
、
参
道

に
は
露
店
が
立
ち
並
ん
で
い
ま
し
た
。

　

塩
船
観
音
寺
は
、
三
つ
の
お
堂
が
国

の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
最
初
は
室
町
時
代
の
建
立
で
八
脚

門
・
切
妻
造
り
茅
葺
き
屋
根
の
山
門
。

左
右
の
仁
王
様
が
辺
り
を
睥
睨
し
て
い

ま
す
。
次
は
室
町
時
代
建
立
の
阿
弥
陀

塩船観音を散策

堂
で
、
江
戸
時
代
初
期
の
造
立
と
さ
れ
る
阿
弥
陀
如
来
に
参

拝
。
続
い
て
室
町
時
代
建
立
、
木
造
寄
棟
作
り
、
茅
葺
き
屋

根
の
本
堂
へ
。
ご
本
尊
の
十
一
面
千
手
千
眼
観
自
在
菩
薩
に

参
拝
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ご
本
尊
様
は
、
千
の
慈
悲

の
眼
で
観
て
、
千
の
慈
悲
の
手
で
お
救
い
下
さ
る
現
世
利
益

の
菩
薩
様
だ
そ
う
で
、
わ
れ
わ
れ
一
行
の
他
に
も
大
勢
の
参

拝
者
で
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
本
堂
か
ら
さ
ら
に
進
む
と
、

護
摩
堂
を
ぐ
る
り
と
囲
む
よ
う
に
色
と
り
ど
り
の
つ
つ
じ
が

咲
き
誇
り
、
春
爛
漫
の
景
色
を
楽
し
み
ま
し
た
。

　

バ
ス
は
三
十
分
ほ
ど
で
豆
腐
ゆ
ば
会
席
の
ま
ま
ご
と
屋
へ
。

多
摩
川
の
清
流
を
望
み
な
が
ら
、
あ
ま
ご
や
や
ま
め
、
ト
ウ

キ
ョ
ウ
Ｘ
な
ど
地
元
の
食
材
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
っ
た
お
料
理

を
堪
能
し
ま
し
た
。

　

最
後
に
あ
き
る
野
市
の
尾
崎
観
音
宝
蔵
寺
へ
。
富
貴
、資
財
、

勢
力
、
威
徳
を
与
え
て
く
だ
さ
る
と
い
う
如
意
輪
観
音
は
弘

法
大
師
一
刀
三
礼
に
よ
る
御
作
。
普
段

は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
観
音
堂
で
す
が
、

折
良
く
こ
の
日
が
縁
日
で
、
ご
住
職
の

加
藤
昌
道
老
師
に
導
か
れ
て
堂
内
で
参

拝
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
堂
前

で
記
念
撮
影
を
し
て
、
成
願
寺
へ
の
帰

路
に
つ
き
ま
し
た
。　
　
　
　
　

了

尾崎観音にて読経
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山
来
に
影
撮
」
訪
探
寺
お
京
東
の
朗
太
浩
見
里
「
◎

　

振
域
地
本
日
人
法
団
社
般
一
、）
火
（
日
四
十
月
五
、
る
去

東
の
朗
太
浩
見
里
「
る
よ
に
作
著
・
作
制
・
画
企
社
聞
新
興

谷
長
の
優
女
で
ト
ス
ゲ
、
氏
見
里
の
ン
イ

、
は
職
住
た
え
迎
を
者
会
司、
ん
さ
世
稀
川

本
、
壕
空
防
、
堂
山
開
、
堂
音
観
、
阿
四

。
た
し
ま
し
内
案
を
内
山
ど
な
堂

　

と
子
様
の
影
撮
に
」
聞
新
区
３
２
京
東
「

も
組
番
ビ
レ
テ
、
他
る
れ
さ
介
紹
が
山
当

ま
決
、
は
等
日
映
放
の
ビ
レ
テ
、
日
行
発
の
聞
新
。
す
ま
い

信
短
内
山

せ
ら
知
お
の
）
き
が
せ
お
（
り
つ
ま
祖
先
盆
蘭
盂
◎

　

始
開
付
受
半
時
十
朝
）
木
（
日
一
十
月
七

　

半
時
二
十

　

養
供
恩
報
尚
和
大
諸
住
歴
・
山
開

　

時
三
十

　
　

教
説

 

職
住
寺
龍
天
道
海
北

 

師
老
美
勝
水
清

　

時
四
十

　
　

向
回
総
徒
信
檀
・
要
法
り
つ
ま
祖
先

そ
。
す
で
盆
お
が
日
五
十
ら
か
日
三
十
月
七
は
方
地
京
東
※

込
し
申
お
で
ま
所
務
寺
、
は
方
の
望
希
ご
で
宅
お
い
な
い
て

。
い
さ
だ
く
み

園
稚
幼
ら
か
た
野
中
寺
願
成
◎

 

告
報
の
展
品
作

　

作
「
る
あ
で
つ
一
の
事
行
な
き
大、
）
土
（
日
九
月
二、
る
去

、」
船
賊
海
「
は
組
ら
く
さ
少
年
。
た
し
ま
れ
さ
催
開
が
」
展
品

Ｕ
「
は
組
ば
か
わ
中
年
、」
ち
う
お
の
み
ぼ
つ
「
は
組
み
ぼ
つ

ぐ
「
は
組
り
と
こ
長
年
、」
ス
バ
猫
「
は
組
れ
み
す
、」
Ｏ
Ｆ

を
験
経
の
等
る
貼
、
る
切
、
る
折
、
る
塗
、
く
描
、
く
引
を

大
、
れ
さ
示
展
数
多
が
品
作
な
か
豊
想
発
の
児
園
、
し
か
生

。
た
し
ま
れ
訪
に
覧
観
が
母
父
ご
の
勢

先生方は作品が少しでも見や
すいように、壁いっぱいに工
夫して展示をしました。準備、
片付けも頑張りました。

ホールには年長組の作品が展
示されました。お寺の境内で
拾ったムクロジの実を利用し
た迷路は、土曜参観での親子
共同作品で、大人にも子ども
にも大人気でした。

権利の関係で写真は紹介
できません。


