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羅
漢
と
は

　

昔
話
や
童
歌
に
も
登
場
す

る
慈
愛
あ
ふ
れ
る
羅ら

漢か
ん

。
画

幅
に
描
か
れ
た
怪
異
と
も
言

え
る
奇
相
鬼
面
で
人
を
圧
倒

す
る
羅
漢
。
俗
塵
を
離
れ
た

仙
境
に
た
た
ず
む
端
正
な
高

僧
風
な
羅
漢
。
叢そ

う
り
ん林

（
仏
道

修
行
道
場
）
の
山
門
の
上
か

ら
入
門
僧
を
迎
え
る
羅
漢
。

十
六
羅
漢
と
も
十
八
羅
漢
と

も
言
わ
れ
る
羅
漢
た
ち
。
さ

連
載

  

羅
漢
さ
ま
の
功
徳
①

　
新
宿
区
長
泰
寺  

住
職
・
元
駒
澤
大
学  

総
長
　
大
谷
哲
夫

成願寺境内の十六羅漢

納
め
の
観
音
（
年
末
の
会
）
の
お
知
ら
せ

　

十
二
月
十
八
日
（
金
）
午
後
二
時
よ
り
、
観
音
堂
に
於

い
て
納
め
の
観
音
様
の
縁
日
法
要
を
執
り
行
い
ま
す
。

　

法
要
後
は
書
院
に
て
お
話
と
軽
食
懇
親
会
を
予
定
。

　

リ
モ
ー
ト
説
教  

長
野
県
長
福
寺  

住
職  

竹
村
信
彦
師

　

演　

題    「
前
向
き
に
生
き
る
『
遺
言
』
の
ち
か
ら
」

　

会　

費　

二
五
〇
〇
円

＊
参
加
人
数
把
握
の
た
め
（
軽
食
の
注
文
数
と
過
密
を
避
け
る

た
め
）、
予
約
0

0

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

＊
竹
村
師
か
ら
は
、
長
野
の
ご
自
坊
か
ら
リ
モ
ー
ト
説
教
を
い

た
だ
き
ま
す
。
み
な
さ
ま
は
書
院
に
て
お
聴
き
く
だ
さ
い
。

除
夜
の
鐘
・
新
年
祈
禱
会
（
百
七
組
予
約
受
付
・
一
撞
き
千
円
）

　

大
晦
日　

夜
十
一
時
半
来
会
者
一
同
で
読
経—

撞
き
出
し

　

令
和
三
年
元
旦　

零
時
半
新
年
祈
禱

＊
除
夜
の
鐘
の
前
に
お
焚
き
上
げ
を
し
ま
す
。
本
年
中
の
護
符

（
御お

札ふ
だ

）
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
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ら
に
は
五
百
と
も
言
わ
れ
る
羅
漢
群
像
。
成
願
寺
の
境
内
に

目
を
向
け
る
と
、
様
々
な
表
情
の
十
六
羅
漢
の
石
像
が
点
在

し
て
参
拝
者
を
見
守
っ
て
い
る
。

　

時
に
は
永
遠
な
る
仏
法
の
厳
し
い
求ぐ

道ど
う

者し
ゃ

と
し
て
、
あ
る

い
は
仏
法
の
護
持
者
と
し
て
、
人
々
の
救
済
者
と
し
て
、
何

れ
も
尊そ

ん
す
う崇

の
対
象
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
そ
の
羅
漢
と
は

一
体
何
者
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
「
羅
漢
」
と
言
う
言
葉
は
、
イ
ン
ド
古
代
語
の

梵ぼ
ん

語ご

ア
ル
ハ
ン
の
中
国
音
写
で
漢
語
の
「
阿あ

羅ら

漢か
ん

」
を
略
し

た
言
葉
で
、
普
通
に
は
、
生
死
を
離
れ
一
切
の
煩ぼ

ん
の
う悩

を
断
っ

た
仏
道
修
行
者
の
最
高
段
階
に
あ
る
人
の
こ
と
を
指
す
と
理

解
さ
れ
て
い
る
。
が
、
こ
の
ア
ル
ハ
ン
は
、
釈

し
ゃ
く
そ
ん尊
当
時
の
イ

ン
ド
で
は
宗
教
的
な
理
想
を
実
現
し
た
聖
者
の
こ
と
を
さ
し
、

た
と
え
ば
ジ
ャ
イ
ナ
敎
や
バ
ラ
モ
ン
教
の
聖
者
を
も
そ
の
よ

う
に
称
し
た
の
で
あ
る
。

　

釈
尊
は
成

じ
ょ
う
ど
う道
後
、
波は

ら

な
羅
奈
国こ

く

（
イ
ン
ド
の
都
市
ベ
ナ
レ
ス
）

の
鹿ろ

く

野や

苑お
ん

に
お
い
て
初
め
て
の
説
法
（
初し

ょ
て
ん
ぼ
う
り
ん

転
法
輪
）
を
さ
れ

る
が
、
そ
の
時
の
状
況
を
記
し
た
『
律り

つ
ぞ
う蔵
』
は
、
説
法
し
た

釈
尊
と
そ
れ
を
聞
い
た
五
人
の
修
行
僧
を
「
六
人
の
尊
敬
さ

れ
る
人
々
が
こ
の
世
に
あ
ら
わ
れ
た
」
と
伝
え
て
い
る
と
言

わ
れ
る
。

　

釈
尊
を
筆
頭
と
し
た
六
人
の
阿
羅
漢
の
誕
生
で
あ
る
。
が
、

こ
の
時
代
は
釈
尊
を
仏ぶ
っ
だ陀

・
如に

ょ
ら
い来

と
し
、
弟
子
の
阿
羅
漢
は

比び

く丘
・
苾ひ

っ
す
う芻

と
表
現
し
て
い
る
。

　

そ
の
当
時
の
釈
尊
の
弟
子
た
ち
を
声

し
ょ
う
も
ん聞
・
縁え

ん
が
く覚
と
呼
ぶ
こ

と
が
あ
る
が
、「
声
聞
」
と
い
う
の
は
、
出
家
し
て
釈
尊
の
直

弟
子
と
な
っ
て
説
法
を
聞
き
仏
道
修
行
す
る
人
た
ち
の
こ
と

で
、
そ
の
修
行
の
上
に
、
十じ

ゅ
う
に二

因い
ん
ね
ん縁

（
人
の
一
生
を
原
因
と

結
果
で
表
し
た
真
理
）
に
よ
っ
て
そ
の
境
地
を
高
め
諸
法
の

因
縁
を
さ
と
る
仏
弟
子
を
「
縁
覚
」
と
言
う
。
こ
の
声
聞
・

縁
覚
と
言
わ
れ
る
仏
弟
子
た
ち
が
最
終
目
的
と
し
た
の
が
阿

羅
漢
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
仏
教
で
は
、
釈
尊
の
教
法
を
十
分
に
理
解
し
実

現
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
一
切
の
煩
悩
を
超
越
し
て
、
未
来

に
は
迷
い
の
世
界
に
生
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
悟
り
の
境
涯
に

達
し
た
仏
弟
子
の
聖
者
を
指
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
彼
等
が
そ
の
最
終
段
階
、
つ
ま
り
阿
羅
漢
と
し

て
の
さ
と
り
に
到
る
ま
で
に
は
大
変
な
時
間
と
困
難
が
と
も

な
う
と
さ
れ
た
。
そ
れ
を
段
階
的
に
示
し
た
の
が
、

　

予よ

る流—

将
来
、
羅
漢
に
な
れ
る
見
込
み
の
あ
る
段
階

　

不ふ

還か
ん—

現
世
に
生
ま
れ
、
戻
ら
ず
に
涅ね

槃は
ん

に
入
れ
る
段
階

　

一い
ち
ら
い来—

死
語
こ
の
世
に
一
回
戻
る
程
度
で
解
脱
す
る
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の
三
段
階
で
、
阿あ

ら羅
漢か

ん

果か

（
最
終
的
な
さ
と
り
）
を
得
る
ま

で
に
は
そ
の
三
段
階
を
経
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
段
階
を
経
て
阿
羅
漢
果
に
到
達
し
た
阿
羅
漢
は
、

　

殺せ
つ
ぞ
く賊—

全
て
の
煩
悩
と
い
う
賊
を
断
っ
た
人

　

応お
う

具ぐ—

世
間
か
ら
供
養
を
受
け
る
に
価
す
る
人

　

福ふ
く
で
ん田—

供
養
を
受
け
信
者
に
福
を
授
け
る
人

　

不ふ

生し
ょ
う

—

生
死
を
超
え
た
境
涯
に
至
っ
て
い
る
人

　

無む

学が
く—

こ
れ
以
上
学
ぶ
べ
き
法
が
な
い
人

な
ど
と
意
訳
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
羅
漢
の
位
置
が
判
然
と
す
る
の
は
、
釈
尊
が
亡

く
な
っ
た
後
、
第
一
回
目
の
仏ぶ
っ
て
ん典

結け
つ
じ
ゅ
う

集
（
釈
尊
の
教
え
を
互

い
に
確
認
し
ま
と
め
る
会
議
）
に
集
ま
っ
た
五
百
人
の
弟
子

た
ち
を
五
百
羅
漢
と
称
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
さ
ら
に
釈
尊

が
亡
く
な
っ
た
後
百
年
頃
に
戒
律
上
に
疑
義
が
生
じ
、
毘び

舎し
ゃ

離り

（
古
代
イ
ン
ド
の
都
市
）
に
お
い
て
七
百
人
の
比
丘
を
集

め
て
第
二
回
目
の
結
集
が
行
わ
れ
た
時
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
第
二
回
目
の
そ
の
結
集
以
後
、
仏
教
教
団
は
釈

尊
の
伝
統
を
守
ろ
う
と
す
る
保
守
的
な
上

じ
ょ
う

座ざ

ぶ部
と
進
歩
的
で

自
由
主
義
的
な
大だ

い
し
ゅ衆

部ぶ
（
後
の
大

だ
い
じ
ょ
う乗

仏
教
）の
二
派
に
分
か
れ
、

そ
の
両
派
が
さ
ら
に
分
裂
し
て
部
派
仏
教
時
代
に
入
る
こ
と

に
な
る
。

　

こ
の
時
代
に
は
、
釈
尊
（
仏
陀
）
と
阿
羅
漢
と
を
歴
然
と

「釈迦三尊十六羅漢像」
（鎌倉時代／東京国立博物館蔵）
出典：国立博物館所蔵品統合検索シ
ステム（https://colbase.nich.go.jp/）

釈迦が説法したという霊鷲山を背景
に、中央に釈迦如来、向かって左に
普賢菩薩、右に文殊菩薩の釈迦三尊。
さらに、左右に 8人ずつ、16 人の羅
漢が描かれている。下方には左に聖
徳太子、右に弘法大師の姿が見える。
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区
別
す
る
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
釈
尊
は
全
て
を
知
る

（
一い

っ
さ
い
ち

切
智
）
も
の
と
し
た
の
に
対
し
て
、
阿
羅
漢
に
つ
い
て
は
、

煩
悩
は
滅
し
て
い
る
が
未
だ
そ
の
域
に
は
達
し
て
い
な
い
も

の
と
し
た
。

　

そ
こ
で
、
仏
道
修
行
者
た
ち
は
、
釈
尊
の
残
し
た
法
を
求

め
て
ひ
た
す
ら
に
修
行
し
阿
羅
漢
と
な
る
の
を
究
極
の
目
的

と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う

し
た
阿
羅
漢
の
最
終
的
な
解げ

脱だ
つ

の
境
地
と
い
う
の
は
、
結
局

は
あ
く
ま
で
も
そ
の
羅
漢
個
人
の
こ
と
で
、
多
く
の
人
々
の

救
済
に
は
関
係
の
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
大
乗
仏
教
で
は
、
自
分
自
身
が
悟
り
を
開
き
、

涅
槃
し
菩ぼ

薩さ
つ

と
な
り
仏
と
な
る
と
同
時
に
一
切
の
人
々
を
救

済
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

　

そ
の
た
め
、
大
乗
側
は
、
自
分
の
利
益
の
た
め
の
み
に
阿

羅
漢
を
目
指
す
修
行
者
た
ち
を「
小

し
ょ
う
じ
ょ
う
乗
」と
呼
ん
で
非
難
し
た
。

　

こ
こ
で
、
い
わ
ゆ
る
上
座
部
仏
教
（
小
乗
仏
教
）
の
阿
羅

漢
と
大
乗
仏
教
の
阿
羅
漢
は
大
き
く
変
異
し
展
開
し
て
い
く

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
座
部
仏
教

的
な
、
つ
ま
り
小
乗
仏
教
に
お
け
る
羅
漢
の
概
念
も
時
代
と

と
も
に
大
乗
仏
教
的
な
精
神
が
加
味
さ
れ
て
、
次
第
に
多
く

の
人
々
の
救
済
を
も
す
る
と
い
う
具
合
に
展
開
し
て
い
く
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
羅
漢
と
い
う
の
は
、
一
口
に
羅
漢
と
い
っ
て
も
、

初
期
仏
教
、
上
座
部
仏
教
（
小
乗
仏
教
）、
部
派
仏
教
時
代
そ

し
て
大
乗
仏
教
で
は
、
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
そ
の
あ
り
方

や
そ
の
理
解
の
仕
方
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
の
で
あ
る
。
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
羅
漢
は
、
釈
尊
の
高
弟
た
ち
へ
の
崇
拝
が

そ
の
基
に
な
り
、
時
代
の
流
れ
の
中
で
種
々
な
様
相
を
見
せ

な
が
ら
も
、
困
難
な
修
行
を
達
成
し
、
仏
法
を
護
持
し
、
衆

生
を
済
度
す
る
と
い
う
形
で
中
国
に
仏
教
が
伝
来
す
る
と
と

も
に
そ
の
存
在
は
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
次
号
）

＊
こ
の
稿
は
、
平
成
十
九
年
に
十
六
羅
漢
顕
彰
会
よ
り
刊
行

さ
れ
た
「
十
六
羅
漢
の
様
相
」（
大
谷
哲
夫
編
著
）
を
成
願
寺

季
報
向
け
に
加
筆
・
再
編
し
た
も
の
で
す
。

大谷哲夫編
『道元一日一言』
致知出版社刊
本体1,200円（＋税）
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秋
彼
岸
会
と
お
授
戒
の
報
告

　

九
月
十
九
日
（
土
）、

彼
岸
の
入
り
の
日
に
秋
彼

岸
法
要
が
厳
修
さ
れ
ま
し

た
。
コ
ロ
ナ
対
応
で
、
僧

侶
の
み
で
の
お
勤
め
と
な

り
ま
し
た
が
、
終
日
に
わ

た
り
多
く
の
檀
信
徒
の
参

拝
を
お
迎
え
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
二
十
二
日
（
火
）

の
お
中
日
に
は
、
檀
信
徒

の
授
戒
会
を
お
勤
め
し
ま

し
た
。
授
戒
と
は
、
お
釈

迦
様
か
ら
脈
々
と
伝
わ
る

戒
を
お
授
け
す
る
こ
と
に

よ
り
、
正
式
に
仏
弟
子
と

な
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
で

す
。
お
釈
迦
様
と
の
約
束

と
も
言
え
る
次
の
十
六
条

か
ら
な
る
戒
を
守
り
、
実

践
す
る
こ
と
で
仏
心
に
目

覚
め
る
の
で
す
。

三さ
ん
き
か
い

帰
戒
…
・
帰き

え依
仏ぶ

つ

・
帰き

え依
法ほ

う

・
帰き

え依
僧そ

う

（
仏
教
徒
と
し
て
の
根
本
と
な
る
戒
で
、
仏
法
僧
の
三
宝
を
深

く
敬
う
こ
と
）

三さ
ん
じ
ゅ
じ
ょ
う
か
い

聚
浄
戒

・
摂し

ょ
う
り
つ
ぎ
か
い

律
儀
戒
（
悪
い
こ
と
は
し
な
い
） 

・
摂

し
ょ
う
ぜ
ん
ぼ
う
か
い

善
法
戒
（
善
い
こ
と
を
す
る
）

・
摂

し
ょ
う
し
ゅ
じ
ょ
う
か
い

衆
生
戒
（
全
て
の
衆
生
を
救
う
）

十じ
ゅ
う
じ
ゅ
う
き
ん
か
い

重
禁
戒

・
不ふ

せ
っ
し
ょ
う
か
い

殺
生
戒
（
殺
さ
な
い
）

・
不ふ

ち
ゅ
う
と
う
か
い

偸
盗
戒
（
盗
ま
な
い
）

・
不ふ

と
ん
い
ん
か
い

貪
婬
戒
（
犯
さ
な
い
）

・
不ふ

も
う
ご
か
い

妄
語
戒
（
う
そ
偽
り
を
言
わ
な
い
）

・
不ふ

こ
し
ゅ
か
い

酤
酒
戒
（
酒
に
溺
れ
な
い
）

・
不ふ

せ
っ
か
か
い

説
過
戒
（
他
人
の
過
ち
を
言
わ
な
い
）

・
不ふ

じ
さ
ん
き
た
か
い

自
讚
毀
他
戒
（
自
ら
を
褒
め
、
他
人
を
悪
く
言
わ
な
い
）

・
不ふ

け
ん
ほ
う
ざ
い
か
い

慳
法
財
戒
（
教
え
や
財
産
を
与
え
る
こ
と
を
惜
し
ま
な
い
）

・
不ふ

し
ん
い
か
い

瞋
恚
戒  　
（
怒
ら
な
い
） 

・
不ふ

ぼ
う
さ
ん
ぼ
う
か
い

謗
三
宝
戒
（
仏
法
僧
の
三
宝
を
そ
し
ら
な
い
）

　

住
職
が
生
前
戒
名
を
お
授
け
し
、お
釈
迦
様
の
弟
子
と
な
っ

た
証
と
も
言
え
る
法
脈
（
血
脈
）
を
お
渡
し
し
ま
す
。
最
後

に
輪
袈
裟
が
授
与
さ
れ
る
と
、
新
た
な
仏
弟
子
と
な
り
、
仏

秋彼岸法要の様子授戒の様子
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川
神
社
」。
南
こ
う
せ
つ
と
か
ぐ
や
姫
の
ヒ
ッ
ト
曲
「
神
田
川

の
歌
碑
（
中
野
区
認
定
観
光
資
源
）」。
遊
歩
道
と
し
て
親
し
ま

れ
る
「
神
田
川
四
季
の
道
」。
そ
し
て
「
成
願
寺
」
へ
。
太
田

道
灌
が
江
戸
城
工
築
の
際
、
大
宮
氷
川
神
社
よ
り
勧
請
し
創

建
し
た「
本
郷
氷
川
神
社
」。真
言
宗
豊
山
派
の
名
刹「
宝
仙
寺
」。

旧
桃
園
川
上
を
利
用
し
た
「
桃
園
川
緑
道
」。
中
野
区
が
東
京

開
都
百
年
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
整
備
し
た
「
紅
葉
山
公

園
」。
ゴ
ー
ル
は
「
中
野
駅
南
口
」
で
、
所
要
時
間
約
三
時
間
、

歩
行
距
離
約
七
㎞
で
し
た
。
約
二
千
人
が
参
加
し
た
そ
う
で
、

当
山
境
内
に
も
多
数
の
参
加
者
が
訪
れ
ま
し
た
。
イ
ベ
ン
ト

参
加
の
記
念
品
と
し
て
開
基
・
中
野
長
者
鈴
木
九
郎
の
物
語

が
印
刷
さ
れ
た
栞

し
お
りと
当
山
檀
信
徒
が
発
売
す
る
「
リ
・
ソ
ビ
ー

ム
（
健
康
シ
ー
ル
）」
の
試
供
品
を
配
布
し
ま
し
た
。

中
野
た
か
ら
幼
稚
園
入
園
式
の
報
告

　

去
る
六
月
六
日
（
土
）、
コ
ロ
ナ
の

影
響
で
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

入
園
式
が
、
二
ヶ
月
遅
れ
で
執
り
行
わ

れ
ま
し
た
。
密
を
さ
け
る
た
め
に
第
一

部
さ
く
ら
組
、
第
二
部
つ
ぼ
み
組
と
二

回
行
い
ま
し
た
。
よ
う
や
く
迎
え
た
入

園
式
に
笑
顔
の
子
ど
も
た
ち
で
し
た
。

Ｊ
Ｒ
東
日
本
「
駅
か
ら
ハ
イ
キ
ン
グ
」
開
催
の
報
告

　

去
る
十
月
三
十
日
（
金
）
か
ら
十
一

日
八
日
（
日
）
ま
で
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
が

企
画
・
運
営
す
る
「
駅
か
ら
ハ
イ
キ
ン

グ
＆
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
イ
ベ
ン
ト
」
が
当

山
を
コ
ー
ス
の
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
と
し

て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。「
駅
か
ら
ハ
イ

キ
ン
グ
」
は
四
季
折
々
の
絶
景
ポ
イ
ン

ト
を
味
わ
い
な
が
ら
気
軽
に
参
加
で
き

る
日
帰
り
イ
ベ
ン
ト
だ
そ
う
で
、
参
加
は
無
料
。
春
夏
秋
冬

に
よ
っ
て
Ｊ
Ｒ
東
日
本
管
内
の
北
か
ら
南
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な

コ
ー
ス
が
企
画
さ
れ
て
人
気
で
す
。

　

今
回
は
「
秋
の
神
田
川
と
神
社
・
仏
閣
を
巡
り
中
野
の
自

然
を
感
じ
る
ウ
ォ
ー
ク  —

都
会
の
中
心
を
流
れ
る
神
田
川
の

ほ
と
り
を
歩
き
、
歴
史
あ
る
神
社
・
仏
閣
を
巡
り
、
中
野
の

自
然
と
歴
史
を
感
じ
て
く
だ
さ
い—

」
と
い
う
テ
ー
マ
。

　
「
東
中
野
駅
西
口
」
の
受
付
で
コ
ー
ス
マ
ッ
プ
と
記
念
品
を

受
け
取
り
ス
タ
ー
ト
。
旧
中
野
村
総
鎮
守
社
で
あ
る
「
中
野
氷

教
徒
と
し
て
の
自
覚
を
持
っ
て
歩
ま
れ
る
こ
と
を
祈
念
し
て

授
戒
の
儀
式
は
円
成
と
な
り
ま
し
た
。

　

授
戒
を
希
望
の
方
は
寺
務
所
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
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中
野
た
か
ら
幼
稚
園
「
七
夕
夕
涼
み
会
」
の
報
告

　

夏
の
恒
例
行
事
「
七
夕
夕
涼
み
会
」
が
、
七
月
三
日
（
金
）

成
願
寺
境
内
に
お
い
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
大
き
な
笹
飾
り
に

は
、
子
ど
も
た
ち
が
願
い
事
を
書

い
た
短
冊
と
、
先
生
と
一
緒
に
工

夫
し
て
作
っ
た
お
星
様
な
ど
の
飾

り
が
揺
れ
て
い
ま
す
。
当
日
は
夕

方
か
ら
降
り
出
す
と
い
う
天
気
予

報
を
考
慮
し
て
、
予
定
し
て
い
た

よ
り
二
時
間
早
め
て
始
め
ま
し
た
。

　

色
と
り
ど
り
、
か
わ
い
い
浴
衣

姿
の
女
の
子
た
ち
。
甚
平
姿
が
涼
し
げ
な
男
の
子
た
ち
。
浴

衣
姿
の
ご
父
母
も
い
ら
し
て
お
寺
が
華
や
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

最
初
に
、
笹
飾
り
の
前
で
ク
ラ
ス
ご
と
に
記
念
撮
影
。
続

い
て
主
事
先
生
（
副
住
職
）
と
と
も
に
本
堂
の
の
の
さ
ま
（
お

釈
迦
さ
ま
）
に
手
を
合
わ
せ
る
と
「
三さ

ん

帰き

礼ら
い
も
ん文

」
と
い
う
お

経
を
お
唱
え
し
て
お
つ
と
め
を
し
ま
し
た
。

　

続
い
て
園
長
先
生
（
住
職
）
よ
り
「
今
日
は
の
の
さ
ま
、

み
ん
な
の
ご
先
祖
さ
ま
、
天
の
川
で
は
彦
星
と
織
姫
が
み
ん

な
の
踊
り
を
き
っ
と
見
守
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
元
気
に
踊

り
ま
し
ょ
う
」
と
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。

　

内
円
に
は
年
中
、
外
円
に
は
年
長
が
陣
取
る
と
、「
一
休

さ
ん
」、「
に
ん
に
ん
忍
た
ま
音
頭
」
を
楽
し
く
踊
り
ま
し
た
。

最
後
に
ご
父
母
と
一
緒
に
「
Ｂ
ビ
ー
ダ
マ
ン
音
頭
」
を
楽
し

み
ま
し
た
。
帰
り
に
は
、
お
家
に
飾
る
た
め
に
自
分
の
短
冊

の
つ
い
た
笹

飾
り
を
ひ
と

枝
ず
つ
受
け

取
っ
て
、
嬉

し
そ
う
な
子

ど
も
た
ち
で

し
た
。

境内いっぱいに広がって

笹飾りの前で記念撮影

お焼香をする子どもたち

親子での踊り

笹飾りを受け取ります
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山
内
短
信

◎
大
般
若
祈
禱
会
の
お
知
ら
せ

　

令
和
三
年
一
月
十
日
（
日
）、
午
後
一
時
よ
り
大
般
若
祈
禱

会
を
開
き
、
家
内
安
全
・
身
体
健
全
・
商
売
繁
盛
等
を
祈
念

し
ま
す
。
ど
な
た
で
も
（
檀
家
以
外
の
方
も
）
祈
禱
を
受
け

付
け
ま
す
。
願
文
を
添
え
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◎
年
始
め
の
会
（
初
観
音
）
の
お
知
ら
せ

　

令
和
三
年
一
月
十
八
日
（
月
）
午
後
二
時
よ
り
、
新
年
初

の
観
音
様
の
縁
日
大
祭
（
祈
禱
会
）
を
行
い
ま
す
。
お
札
を

お
授
け
し
ま
す
の
で
願
文
を
添
え
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

ご
祈
禱
後
は
お
汁
粉
で
懇
親
会
で
す
。
会
費
一
五
〇
〇
円

◎
諸
活
動
の
再
開
に
つ
い
て

　

コ
ロ
ナ
対
応
の
た
め
に
休
講
し
て
お
り
ま
し
た
左
記
諸
活

動
は
再
開
し
て
お
り
ま
す
。
詳
し
く
は
当
山
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
問
い
合
わ
せ
は
（　

）
内
ま
で
お
願

い
致
し
ま
す
。

・
金
曜
定
例
坐
禅
会
（
成
願
寺
寺
務
所  

０
３-

３
３
７
２-

２
７
１
１
）

・
井
上
東
京
坐
禅
会　

二
〇
名
限
定
の
予
約
制

　
（
豊と

よ
し
ま島

世
話
役　

０
９
０-

７
２
８
８-

４
１
９
１
）

・
安
達
原
玄
写
仏
の
会
（
成
願
寺
岡
島  

０
３-

３
３
７
２-

２
７
１
１
）

・
仏
像
彫
刻
親
仏
会
（
榎
本
講
師  

０
７
０-

５
５
９
６-

６
０
０
１
）

・
沖
縄
空
手
道
場
（
伊
藤
師
範  

０
３-

３
３
７
５-

４
６
５
８
）

◎
寄
宿
生
募
集

　

当
寺
近
辺
の
宿
舎
に
寄
宿
し
、
学
校
等
に
通
う
勤
勉
な
者

を
受
け
付
け
ま
す
。

　

朝
の
行
事（
作

お
そ
う
じ
等務〈

有
給
〉・
朝
食
）に
参
加（
七
時
以
後
自
由
）

　

僧
俗
・
性
別
・
国
籍
不
問
・
二
十
二
歳
未
満

　

寺
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

◎
墓
地
の
管
理
に
つ
い
て　

　

当
山
墓
地
に
何
年
も
の
長
い
期
間
お
参
り
が
な
く
、
墓
地

管
理
に
対
す
る
付
け
届
け
が
無
い
、
連
絡
の
付
か
な
い
お
墓

が
あ
り
ま
す
。
該
当
の
墓
石
に
立
て
札
を
設
置
し
ま
し
た
。

心
当
た
り
の
方
は
ご
連
絡
を
お
願
い
し
ま
す
。

＊
ご
来
山
の
際
は
体
調
を
考
慮
の
上
、
マ
ス
ク
着
用
、
手

洗
い
、
咳
エ
チ
ケ
ッ
ト
な
ど
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
感

染
症
対
策
に
お
努
め
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

＊
ご
案
内
の
諸
行
事
は
状
況
に
よ
っ
て
は
中
止
に
な
る
場

合
が
ご
ざ
い
ま
す
。
当
山
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
ご
確
認

い
た
だ
く
か
、
寺
務
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。


