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み
な
さ
ん
、
こ
ん

に
ち
は
。
い
ま
私
は
、

住
職
を
勤
め
て
お
り

ま
す
長
野
県
北
安
曇

郡
池
田
町
の
お
寺
よ

り
お
話
を
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
お
り
ま

す
。
こ
う
し
て
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用

し
て
画
面
越
し
で
の

お
話
と
い
う
の
は
、

成
願
寺
様
も
初
め
て

で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
が
、
私
も
初
め

長野県 長福寺 住職　竹村信彦師

令
和
二
年 
年
末
の
会  

リ
モ
ー
ト
説
教

前
向
き
に
生
き
る「
遺
言
」の
ち
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
野
県 

長
福
寺 

住
職
　
竹
村
信
彦

て
の
経
験
で
ご
ざ
い
ま
す
。
何
と
か
最
後
ま
で
お
話
で
き
れ

ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

最
初
に
少
し
自
己
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
私

は
長
野
県
南
部
に
位
置
す
る
松
川
町
で
り
ん
ご
農
家
を
営
ん

で
お
り
ま
す
家
の
出
身
で
ご
ざ
い
ま
す
。
身
内
と
の
死
別
や

僧
侶
へ
の
憧
れ
な
ど
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
高
校
生
の
頃
、
自

分
も
修
行
を
し
て
人
間
を
鍛
え
た
い
と
考
え
ま
し
た
。
ご
縁

が
あ
り
、
福
井
県
の
大
本
山
永
平
寺
様
で
修
行
を
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
、
こ
う
し
て
僧
侶
と
な
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
現
在
の
お
寺
の
住
職
に
な
る
ま
で
は
、
中
央
線
の

春
彼
岸
中
日
法
要
「
修
証
義
奉
読
会
」
の
お
知
ら
せ

三
月
二
十
日
（
土
）
春
分
の
日

　

十
一
時　

受
付
始
ま
り

　

十
二
時　

講
談
・
日
向
ひ
ま
わ
り
師

　

十
三
時　

法
要

法
要
前
に
恒
例
の
日
向
ひ
ま
わ
り
師
に
よ
る
講
談
を
お

楽
し
み
い
た
だ
き
ま
す
。
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三
鷹
駅
の
近
く
に
住
み
ま
し
て
、
布
教
に
関
す
る
勉
強
を
し

て
お
り
ま
し
た
。
長
野
の
お
寺
は
田
舎
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、

コ
ン
ビ
ニ
ま
で
行
く
の
に
歩
い
た
ら
三
十
分
は
か
か
り
ま
す
。

な
ん
で
も
揃
っ
て
い
た
三
鷹
が
懐
か
し
い
な
、
な
ど
と
思
い

な
が
ら
住
職
に
な
っ
て
四
年
が
経
と
う
と
し
て
お
り
ま
す
。

　

お
礼れ

い

と
誓せ

い
が
ん願

　

僧
侶
と
な
り
ま
し
て
、
色
々
な
方
と
の
出
会
い
が
あ
る
わ

け
で
す
が
、
約
一
年
前
の
正
月
、
私
ど
も
の
お
寺
に
お
詣
り

に
見
え
て
熱
心
に
手
を
合
わ
せ
て
い
る
方
が
い
ま
し
た
。「
お

詣
り
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
声
を
か
け
ま
し
た
ら
、

そ
の
方
は
、「
こ
ち
ら
こ
そ
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
た
。「
な
ぜ
、
そ
う
言
っ
て
く
だ
さ
る
の
で
す
か
」
と

お
聞
き
し
ま
し
た
ら
、「
昨
年
を
無
事
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き

て
、
こ
う
し
て
新
年
に
お
詣
り
に
来
ら
れ
た
こ
と
が
、
私
は

嬉
し
く
て
仕
方
が
な
い
の
で
す
。
仏
様
に
は
、
特
に
お
正
月

の
お
詣
り
の
時
に
は
感
謝
の
気
持
ち
を
お
伝
え
し
て
い
る
の

で
す
」。

　

お
ば
あ
さ
ま
で
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
に
こ
に
こ
と
お

話
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

私
は
、
な
る
ほ
ど
な
、
と
思
い
ま
し
た
。
こ
の
方
に
出
会

う
ま
で
、
み
な
さ
ん
が
お
寺
に
お
詣
り
に
来
ら
れ
る
の
は
、

お
願
い
事
を
し
に
見
え
る
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

で
す
が
こ
の
方
か
ら
、
仏
様
に
、
無
事
に
過
ご
す
こ
と
が

で
き
た
感
謝
の
気
持
ち
を
お
伝
え
す
る
と
い
う
こ
と
を
教

わ
っ
た
の
で
す
。
感
謝
の
気
持
ち
を
お
伝
え
し
た
上
で
、
引

き
続
き
ど
う
か
お
見
守
り
く
だ
さ
い
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
、
と
手
を
合
わ
せ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
学
ば

せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
は
お
寺
に
お
詣
り
す
る
と
き
に
意
識
を
し
て
い
た
だ

き
た
い
の
で
す
が
「
お
礼れ

い

と
誓せ

い
が
ん願
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
最

初
に
心
か
ら
の
感
謝
を
お
伝
え
し
た
上
で
、
お
誓
い
を
立
て

て
お
願
い
事
を
す
る
。
た
と
え
ば
健
康
を
願
う
の
で
あ
れ
ば
、

自
分
自
身
の
生
活
を
見
直
し
て
、
暴
飲
暴
食
は
や
め
て
早
寝

早
起
き
の
規
則
正
し
い
生
活
を
心
が
け
ま
す
、
と
ま
ず
は
お

誓
い
を
た
て
る
。
で
す
か
ら
ど
う
か
健
康
な
生
活
が
送
れ
る

よ
う
に
お
見
守
り
く
だ
さ
い
、
と
手
を
合
わ
せ
る
。
暴
飲
暴

食
は
や
め
ら
れ
な
い
け
ど
、
ど
う
か
健
康
に
過
ご
せ
ま
す
よ

う
に
と
お
願
い
を
し
た
ら
、
そ
れ
は
都
合
の
良
い
身
勝
手
な

注
文
で
す
。

　

ど
う
か
皆
様
方
は
こ
の
一
年
を
無
事
に
過
ご
す
こ
と
が
で

き
た
お
礼
を
観
音
様
に
申
し
上
げ
、
来
年
は
こ
う
し
た
精
進

努
力
を
す
る
か
ら
お
見
守
り
く
だ
さ
い
、
と
お
手
を
合
わ
せ

て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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自
分
の
思
い
を
言
葉
に
遺
す

　

本
日
は
「
前
向
き
に
生
き
る
『
遺
言
』の
力
」
と
い
う
演
題

で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

　

今
年
も
あ
と
二
週
間
ほ
ど
で
終
わ
り
ま
し
て
、
新
た
な
年
、

令
和
三
年
・
二
〇
二
一
年
を
迎
え
る
わ
け
で
す
。
よ
り
良
い

新
年
、
前
向
き
な
新
年
を
迎
え
た
い
と
誰
も
が
思
う
わ
け
で

ご
ざ
い
ま
す
が
、
み
な
さ
ま
は
新
年
を
ど
の
よ
う
に
お
迎
え

に
な
ら
れ
て
い
ま
す
か
。
ご
家
族
で
過
ご
さ
れ
る
な
ら
、
互

い
に
あ
い
さ
つ
を
し
て
、
今
年
の
目
標
を
言
い
合
う
で
す
と

か
、
仏
壇
に
手
を
合
わ
せ
て
、
仏
様
、
ご
先
祖
様
に
「
お
礼

と
誓
願
」
を
意
識
し
て
お
勤
め
さ
れ
る
の
も
良
い
で
す
ね
。

ま
た
は
書
き
初
め
を
し
て
、
そ
こ
に
目
標
と
な
る
言
葉
を
書

き
記
す
な
ん
て
こ
と
も
お
正
月
ら
し
く
て
良
い
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
私
は
ど
う
し
て
い
る
か
と
申
し
ま
す
と
、
毎
年

元
旦
に
は
遺
言
を
書
い
て
お
り
ま
す
。
遺
言
と
申
し
ま
し
て

も
、
弁
護
士
さ
ん
に
お
願
い
す
る
よ
う
な
、
遺
産
が
ど
う
し

た
と
か
そ
う
い
う
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
私
の
書
く
遺

言
は
言
わ
ば
作
文
の
よ
う
な
も
の
で
し
て
、
自
分
の
人
生
を

振
り
返
っ
て
、
何
を
大
切
に
生
き
て
き
た
か
、
ど
う
い
う
生

き
方
を
し
て
き
た
か
、
そ
う
い
う
思
い
を
新
年
に
書
き
留
め

て
お
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
過
ぎ
た
一
年
で
や
り
遂
げ

た
こ
と
、
ま
た
は
や
り
遂
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
反
省
点

や
改
善
点
な
ど
が
よ
く
わ
か
っ
て
き
ま
す
。
ま
た
、
一
日
、

一
月
、
一
年
と
い
う
時
間
を
過
ご
せ
た
事
の
あ
り
が
た
さ
に

気
が
つ
く
わ
け
で
す
。
一
日
、
一
月
、
一
年
と
い
う
時
間
の

流
れ
を
ど
こ
か
当
た
り
前
の
よ
う
に
思
っ
て
し
ま
い
が
ち
で

す
が
、
私
の
よ
う
に
人
と
人
が
死
別
す
る
場
に
立
ち
会
わ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
人
間
の
命
は
い
つ
終
わ
り
が
来
る
か

わ
か
ら
な
い
と
強
く
実
感
い
た
し
ま
す
。
年
齢
も
様
々
、
原

因
も
様
々
、
私
も
い
つ
ど
う
い
う
理
由
で
旅
立
つ
時
が
く
る

の
か
、こ
の
帰
り
道
か
も
し
れ
な
い
し
、明
日
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
し
た
こ
と
を
意
識
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
す
。

　

そ
こ
で
私
が
大
切
に
し
て
い
る
の
が
元
旦
の
習
慣
、
遺
言

を
書
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
つ
は
自
分
の
生
き
方
を
改
め

て
、
意
識
を
し
て
見
つ
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
分
自
身

の
事
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
そ
ば
で
支
え
て
く
れ
る
家
族
や

友
人
、
お
檀
家
の
み
な
さ
ん
や
坐
禅
会
に
お
い
で
に
な
る
み

な
さ
ん
、
仕
事
の
こ
と
、
意
識
を
し
て
見
つ
め
て
み
ま
す
と
、

改
め
て
当
た
り
前
で
は
な
い
ん
だ
な
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か

せ
て
く
れ
ま
す
。
も
う
一
つ
は
生
き
様
を
遺
す
と
い
う
こ
と

で
す
。
み
な
さ
ん
に
も
、
ご
自
身
が
大
切
に
さ
れ
て
い
る
心

情
と
い
う
も
の
が
お
あ
り
か
と
思
い
ま
す
。
心
情
を
書
き
遺
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す
と
い
う
こ
と
は
、
残
さ
れ
た
家
族
や
近
し
い
方
へ
の
大
切

な
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
み

な
さ
ん
が
思
っ
て
い
る
以
上
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

残
さ
れ
た
方
に
と
っ
て
励
ま
し
に
な
る
ん
で
す
ね
。

　

そ
れ
で
も
な
ぜ
新
年
早
々
遺
言
を
書
こ
う
と
思
っ
た
の
か

不
思
議
に
感
じ
ら
れ
る
方
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実

は
も
と
も
と
私
た
ち
僧
侶
は
遺ゆ

い

偈げ

と
い
う
後
世
に
自
分
の
教

え
や
思
い
を
遺
す
偈
文
、
つ
ま
り
漢
詩
を
毎
年
、
年
の
始
め

に
書
い
て
お
り
ま
す
。
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
一
年
、
い
つ
旅

立
っ
て
も
良
い
よ
う
に
遺
偈
に
心
情
を
書
き
遺
す
の
で
す
。

　

私
の
遺
言
は
こ
の
遺
偈
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、万
が
一
が
あ
っ

た
時
も
自
分
の
大
切
な
人
た
ち
に
よ
り
わ
か
り
や
す
く
伝
わ

る
こ
と
を
願
っ
て
は
じ
め
た
の
で
す
。
ま
た
、
こ
の
元
旦
の

遺
言
に
よ
っ
て
、
こ
の
一
年
を
ど
う
過
ご
そ
う
か
定
ま
っ
て

ま
い
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
み
な
さ
ん
も
、
ご
自
身
の
思
い
を
書

き
留
め
ま
す
と
そ
こ
に
気
づ
き
が
ご
ざ
い
ま
す
。
お
試
し
い

た
だ
け
れ
ば
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

言
葉
の
持
つ
力

　
「
開
運
な
ん
で
も
鑑
定
団
」
と
い
う
テ
レ
ビ
番
組
を
ご
存
じ

の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
鑑
定
士
の
一
人
に
北
原
照
久

さ
ん
と
い
う
お
も
ち
ゃ
の
専
門
家
が
い
ま
し
て
、
こ
ん
な
言

葉
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。「
体
は
食
べ
た
も
の
で
つ
く

ら
れ
る
。
心
は
聞
い
た
言
葉
で
つ
く
ら
れ
る
。
未
来
は
話
し

た
言
葉
で
つ
く
ら
れ
る
」。

　

私
は
特
に
「
未
来
は
話
し
た
言
葉
で
つ
く
ら
れ
る
」
と
い

う
こ
と
に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
あ
り
が
た
い
、

あ
り
が
た
い
と
日
々
感
謝
の
言
葉
を
周
り
の
人
に
伝
え
て
い

る
方
。
一
方
、
人
の
批
判
ば
か
り
を
言
っ
て
過
ご
し
て
い
る

方
。
ど
ち
ら
が
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。
み
な
さ
ん
は
い
か

が
で
す
か
。「
未
来
は
話
し
た
言
葉
で
つ
く
ら
れ
る
」
と
思
い

ま
す
と
、
前
者
の
方
が
良
さ
そ
う
で
す
ね
。
ま
た
、「
心
は
聞

い
た
言
葉
で
つ
く
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
し
た
ら
、

ご
自
分
で
し
た
ら
、
ど
ち
ら
の
方
の
近
く
に
い
た
い
と
思
わ

れ
ま
す
か
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
先
程
お
す
す

め
し
ま
し
た
遺
言
も
、
ど
う
い
う
言
葉
を
書
く
か
に
よ
っ
て
、

未
来
や
周
り
の
方
々
へ
と
影
響
が
出
て
き
そ
う
で
す
ね
。
言

葉
の
持
つ
力
と
い
う
も
の
を
感
じ
る
わ
け
で
す
。

　

言
葉
の
持
つ
力
を
具
体
的
に
ご
紹
介
し
ま
す
と
、
私
ど
も

長
野
の
方
で
は
、
お
葬
式
の
際
に
「
お
別
れ
の
言
葉
」
の
時

間
が
ご
ざ
い
ま
す
。
東
京
や
そ
の
ほ
か
の
地
域
で
あ
る
か
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
弔
辞
を
読
ま
れ
る
方
の
前
に
亡
く
な
ら
れ

た
方
の
ご
家
族
が
故
人
に
向
け
て
手
紙
を
読
む
の
で
す
。
長

野
で
は
お
孫
さ
ん
が
読
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
あ
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る
日
の
ご
葬
儀
の
際
、中
学
生
の
女
の
子
が
「
お
別
れ
の
言
葉
」

を
読
ま
れ
ま
し
た
。

　
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
も
っ
と
話
が
し
た
か
っ
た
。
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
は
家
族
の
こ
と
を
ど
う
思
っ
て
い
た
の
か
な
。
も
っ

と
話
を
聞
け
ば
よ
か
っ
た
。も
っ
と
一
緒
に
過
ご
せ
ば
よ
か
っ

た
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
、「
一
つ
救
い
な
の

は
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
お
手
紙
を
く
れ
た
こ
と
で
す
」。

　

こ
の
お
手
紙
は
、
年
賀
状
の
代
わ
り
の
よ
う
に
お
正
月
に

届
い
た
そ
う
で
す
。
高
校
受
験
に
向
け
て
悩
ん
で
い
た
彼
女

に
、「
こ
れ
か
ら
の
人
生
が
ん
ば
っ
て
ね
。
い
つ
も
見
守
っ
て

い
る
よ
。
が
ん
ば
る
あ
な
た
が
私
の
誇
り
だ
よ
」
と
い
う
よ

う
な
内
容
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
お
ば
あ
さ
ま
か
ら
の
お
手
紙

が
宝
物
に
な
っ
て
、
そ
の
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
胸
に
高
校
受
験
、

こ
れ
か
ら
の
人
生
を
頑
張
っ
て
い
き
ま
す
」
と
い
う
「
お
別

れ
の
言
葉
」
で
し
た
。
彼
女
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
言

葉
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
に
な
っ
た
。
も
っ
と
話
が
し
た
か
っ
た
と

い
う
今
は
叶
わ
な
い
思
い
に
対
す
る
救
い
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

ま
た
あ
る
お
葬
式
の
際
、
亡
く
な
っ
た
お
父
様
が
お
世
話

に
な
っ
た
と
い
う
ホ
ス
ピ
ス
医
の
言
葉
を
遺
族
の
方
か
ら
教

え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
「
す
べ
て
の
人
間
は
教
え
を
残
し
て
死
ん
で
ゆ
き
ま
す
。
お

父
様
と
の
会
話
を
教
え
だ
と
思
っ
て
大
切
に
し
て
く
だ
さ

い
」。
余
命
宣
告
を
受
け
て
悲
し
み
に
く
れ
る
家
族
に
向
け
た

言
葉
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
う
言
わ
れ
る
ま
で
は
、
死
に
ゆ

く
お
父
様
の
と
こ
ろ
へ
会
い
に
行
く
の
も
辛
く
て
避
け
る
よ

う
に
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
で
も
ホ
ス
ピ
ス
医
の
先
生
か
ら

の
言
葉
で
考
え
を
改
め
、
な
る
べ
く
会
い
に
行
き
、
残
り
少

な
い
時
間
の
中
で
お
父
様
が
何
を
話
さ
れ
る
か
一
言
、
一
言

を
大
切
に
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
、
と
思
わ
れ
た
。
亡
く

な
る
ま
で
の
間
、
宝
物
の
よ
う
な
時
間
と
な
っ
た
と
お
話
し

し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

そ
の
お
話
を
伺
い
ま
し
た
時
に
思
い
ま
し
た
の
は
、
死
に

ゆ
く
者
と
い
う
の
は
全
員
が
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
余

命
宣
告
を
受
け
た
か
ら
死
に
ゆ
く
者
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な

い
で
す
ね
。
み
な
さ
ん
も
私
も
死
に
ゆ
く
者
で
す
。
で
す
か

ら
日
頃
か
ら
大
切
に
生
き
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

も
う
一
つ
、
ご
紹
介
し
た
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
れ
は
東
日
本
大
震
災
の
際
、
ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
お
り
ま
し

た
時
の
こ
と
で
す
。
深
い
、
深
い
悲
し
み
、
苦
し
み
の
真
っ

只
中
、
避
難
所
に
当
時
の
天
皇
陛
下
、
皇
后
陛
下
が
慰
問
を

さ
れ
て
い
る
ニ
ュ
ー
ス
で
し
た
。
美
智
子
様
が
被
災
者
の
方

の
手
を
取
っ
て
、
た
だ
一
言
。「
生
き
て
い
て
く
だ
さ
っ
て
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
の
言
葉
を

聞
い
た
時
に
な
ん
て
勇
気
づ
け
ら
れ
る
お
言
葉
だ
ろ
う
と
非
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『
法
住
記
』
に
み
る
羅
漢
の
尊
名
・
住
地
・
活
動
領
域

　
「
十
六
羅
漢
」
と
し
て
、そ
の
尊
名
と
任
地
と
眷け

ん
ぞ
く属
（
親
族
）、

そ
の
活
動
と
が
文
献
上
に
は
っ
き
り
と
見
ら
れ
る
最
初
は
、

中
国
唐
代
の
永え

い

徽き

五
年
（
六
五
四
）
に
玄

げ
ん
じ
ょ
う奘
（
西
遊
記
で
知

ら
れ
る
三
蔵
法
師
〈
六
〇
二
～
六
六
四
〉）
が
訳
し
た
『
法ほ

う

住じ
ゅ
う
き記

』、
す
な
わ
ち
『
大だ

い

阿あ

ら羅
漢か

ん
な
ん難

提だ

蜜み

た

ら
多
羅
所し

ょ
せ
つ
ほ
う
じ
ゅ
う
き

説
法
住
記
』

連
載

  

羅
漢
さ
ま
の
功
徳
②

　
新
宿
区
長
泰
寺  

住
職
・
元
駒
澤
大
学  

総
長
　
大
谷
哲
夫

（『
大
正
蔵
巻
４
９
』）
で
あ
る
。
こ
の
『
法
住
記
』
は
釈
尊
が

亡
く
な
っ
た
後
八
百
年
、
執

し
ゅ
う

師し

し子
国こ

く

（
セ
イ
ロ
ン
）
の
勝
軍

王
の
都
に
あ
っ
て
大
阿
羅
漢
と
い
わ
れ
た
難な

ん

提だ

蜜み

た

ら
多
羅
（
中

国
名
・
慶け

い
ゆ
う友

）
が
著
し
た
小
本
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
基
づ
い
て
そ
の
活
動
な
ど
を
記
し
た
も
の
に
、
や

は
り
唐
代
の
『
法ほ

う
お
ん
じ
ゅ
り
ん

苑
殊
林
』
第
三
十
住
持
篇
な
ど
が
あ
る
が
、

唐
代
以
後
展
開
す
る
羅
漢
に
つ
い
て
の
伝
承
や
考
証
な
ど
は

『
法
住
記
』
が
そ
の
基
本
に
な
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。

　
『
法
住
記
』
は
、難
提
蜜
多
羅
が
、釈
尊
の
説
い
た
『
法
住
記
』

を
敷ふ

衍え
ん

し
て
さ
ら
に
説
く
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

　

は
じ
め
に
、
釈
尊
が
涅
槃
に
入
ら
ん
と
す
る
時
、
十
六
人

の
大
阿
羅
漢
に
、「
こ
の
世
に
あ
っ
て
各
地
を
巡
っ
て
法
を
説

き
、
人
々
を
し
て
幸
福
な
ら
し
め
よ
」
と
滅
後
の
正
法
護
持

を
委
嘱
し
た
た
め
に
、「
十
六
阿
羅
漢
は
、
そ
の
言
に
従
い
永

久
に
涅
槃
に
入
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
任
地
で
多
く
の
眷
属
と

と
も
に
現
世
に
活
動
し
て
い
る
」
と
し
て
、そ
の
尊
名
と
眷
属
、

そ
し
て
活
動
の
場
所
な
ど
を
記
し
て
い
る
。
そ
の
記
述
は
極

め
て
短
い
も
の
で
あ
る
が
、
後
代
に
与
え
た
影
響
は
大
き
い

の
で
、
こ
こ
で
要
点
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
釈
尊
が
涅ね

槃は
ん

の
時
、
現
世
に
永
く
正
法
を
護
持
さ
せ
る
た

め
に
十
六
羅
漢
に
正
法
を
依
嘱
し
、
多
く
の
施
主
に
福ふ

く
で
ん田

常
に
感
動
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
映
像
を
見
て
い
た
私
ま
で

勇
気
を
い
た
だ
い
た
、
そ
ん
な
お
言
葉
で
し
た
。

　

普
段
、
私
た
ち
が
何
も
思
わ
ず
に
便
利
に
使
っ
て
い
る
言

葉
に
は
こ
ん
な
に
も
力
が
あ
っ
た
。
誰
か
を
勇
気
づ
け
ら
れ

る
と
い
う
の
は
す
ご
い
こ
と
で
す
。

　

人
間
と
し
て
僧
侶
と
し
て
、
色
々
な
方
に
暖
か
い
言
葉
を

伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
返
す
た
び
に
決
意

を
新
た
に
し
て
お
り
ま
す
。
皆
様
も
ぜ
ひ
そ
う
い
う
お
気
持

ち
で
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。　
　
　
　

合
掌
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を
な
さ
し
め
大
果
報
を
得
さ
せ
る
。

②
十
六
羅
漢
の
尊
名
・
眷
属
と
そ
の
住
処
を
記
す
。

③
国
王
・
大
臣
・
長
者
・
居
士
が
、
仏
法
僧
を
供
養
す
れ
ば

十
六
羅
漢
が
施
主
に
果
報
を
与
え
る
。

④
国
王
・
大
臣
・
長
者
・
居
士
が
、
七
宝
な
ど
で
仏
像
や
塔

を
作
り
供
養
す
れ
ば
、
そ
の
善
根
力
の
故
に
弥
勒
如
来
第

一
会
に
生
ま
れ
涅
槃
を
得
る
。

⑤
全
て
の
施
主
が
涅
槃
経
を
は
じ
め
と
す
る
大
乗
経
を
読
誦

し
供
養
す
れ
ば
、
弥
勒
如
来
の
第
二
会
中
に
生
ま
れ
涅
槃

を
得
る
。

⑥
全
て
の
施
主
が
仏
法
修
行
者
を
供
養
し
給
侍
す
れ
ば
、
弥

勒
如
来
の
第
三
会
中
に
生
ま
れ
涅
槃
を
得
る
。

　

そ
し
て
、
十
六
羅
漢
の
尊
名
と
眷け

ん
ぞ
く属
数
と
住
処
を
次
の
よ

う
に
記
し
て
い
る
。

第
一
尊
者
　
賓び

ん

度ず

る盧
跋ば

ら羅
惰だ

闍じ
ゃ

　
　
　
　
　
　

千
の
阿
羅
漢
と
西に

し

瞿く

だ

に
陀
尼
州し

ゅ
うに
住
す
。

第
二
尊
者
　
迦か

な

か

ば

さ

諾
迦
伐
蹉

　
　
　
　
　
　

五
百
の
阿
羅
漢
と
迦か

し

み

ら

湿
弥
羅
国こ

く

に
住
す
。

第
三
尊
者
　
迦か

な

か

ば

り

だ

諾
迦
跋
釐
惰
闍じ

ゃ

　
　
　
　
　
　

六
百
の
阿
羅
漢
と
東

と
う
し
ょ
う勝

身し
ん

州し
ゅ
うに

住
す
。

第
四
尊
者
　
　
蘇す

頻び
ん

陀だ

　
　
　
　
　
　
　

七
百
の
阿
羅
漢
と
北ほ

く

倶く

盧る

州し
ゅ
うに

住
す
。

第
五
尊
者
　
　
諾な

く

ら
矩
羅

　
　
　
　
　
　
　

八
百
の
阿
羅
漢
と
南な

ん
せ
ん瞻

部ぶ

州し
ゅ
うに

住
す
。

第
六
尊
者
　
　
跋ば

つ

陀だ

ら羅

　
　
　
　
　
　
　

九
百
の
阿
羅
漢
と
耽た

ん
ぼ
つ没

羅ら

州し
ゅ
うに

住
す
。

第
七
尊
者
　
　
迦か

り

か
理
迦

　
　
　
　
　
　
　

千
の
阿
羅
漢
と
僧そ

う
ぎ
ゃ伽

荼だ

州し
ゅ
うに

住
す
。

第
八
尊
者
　
　
伐ば

闍じ
ゃ

羅ら

ぶ

と

ら

弗
多
羅

　
　
　
　
　
　
　

千
の
阿
羅
漢
と
鉢は

ら剌
拏ど

州し
ゅ
うに

住
す
。

第
九
尊
者
　
　
戌く

ば

か
博
迦

　
　
　
　
　
　
　

九
百
の
阿
羅
漢
と
香こ

う
す
い
さ
ん

酔
山
中ち

ゅ
うに

住
す
。

第
十
尊
者
　
　
半は

ん

託だ

か迦

　
　
　
　
　
　
　

千
三
百
の
阿
羅
漢
と
三
十
三
天
に
住
す
。

第
十
一
尊
者
　
羅ら

ご

ら
怙
羅

　
　
　
　
　
　
　
千
百
の
阿
羅
漢
と
畢ひ

つ

利り

颱た
い

瞿く

洲し
ゅ
うに
住
す
。

第
十
二
尊
者
　
那な

が

せ

な

伽
犀
那

　
　
　
　
　
　
　
千
二
百
の
阿
羅
漢
と
半は

ん

度ど

ば波
山さ

ん

に
住
す
。

第
十
三
尊
者
　
因い

ん

掲げ

だ陀

　
　
　
　
　
　
　

千
三
百
の
阿
羅
漢
と
廣

こ
う
き
ょ
う
さ
ん

脇
山
中ち

ゅ
うに

住
す
。

第
十
四
尊
者
　
伐ば

な

ば

し

那
婆
斯

　
　
　
　
　
　
　

千
四
百
の
阿
羅
漢
と
可か

じ
ゅ
う
さ
ん

住
山
中ち

ゅ
うに

住
す
。
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1,600,000風輪

金輪

海

太陽 月

水輪

須弥山

西牛貨

南贍部

800,000

東勝身

北倶盧

半は
ん

託だ

か迦
（
周し

ゅ
り
は
ん
ど
く

利
般
特
）
の
五
人
は
仏
弟
子
と
し
て
著
名
で
あ

る
が
、
後
の
十
一
人
の
来
歴
は
不
明
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
そ
の
十
六
羅
漢
た
ち
の
活
動
の
場
所
と
は
ど

の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
、
そ
の
活
動
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

　

羅
漢
が
そ
の
眷
属
と
と
も
に
居
住
し
活
動
す
る
場
所
と
は
、

『
法
住
記
』
を
著
し
た
難
提
蜜
多
羅
（
慶
友
）
が
勝
手
に
架
空

の
場
所
を
想
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
仏
教
の
宇
宙
観
に
基

づ
く
土
地
な
の
で
あ
る
。

　

仏
教
の
宇
宙
観
に
よ
れ
ば
、
宇
宙
の
中
心
に
は
、
風
輪
、

水
輪
、
金
輪
と
い
う
廣
大
無
辺
で
重
厚
な
地
盤
が
あ
り
、
そ

の
上
に
八
万
由ゆ

旬じ
ゅ
ん（

古
代
イ
ン
ド
の
距
離
の
単
位
。
一
由
旬

は
約
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
さ
れ
る
）
の
高
さ
の
あ
る
須し

ゅ
み
せ
ん

弥
山

と
名
づ
く
巨
大
な
高
山
が
聳
え
、
そ
の
周
り
を
九
つ
の
山
と

八
つ
の
海
が
取
り
巻
き
、
そ
の
周
り
を
大
陽
と
月
が
め
ぐ
り
、

さ
ら
に
そ
の
側
面
に
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
修
羅
、
人
間
、

天
上
と
い
う
六
道
が
あ
る
。

　

そ
れ
に
さ
ら
に
須
弥
山
の
四
方
の
外
界
に
南な

ん
せ
ん贍
部ぶ

、
東

と
う
し
ょ
う勝

身し
ん

、
西さ

い

牛ご

け貨
（
宮
陀
尼
）、
北ほ

っ

倶く

る盧
の
四
大
州
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
に
衆
生
が
存
在
し
、
そ
の
南
贍
部
州
と
い
う
と
こ
ろ
が

我
々
の
住
む
処
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
第
九
尊
者
の
住
む
処
を
香
酔
山
と
す
る
が
、
そ
れ

第
十
五
尊
者
　
阿あ

し

た
氏
多

　
　
　
　
　
　
　

千
五
百
の
阿
羅
漢
と
鷲じ

ゅ

峯ぶ

山せ
ん

中ち
ゅ
うに

住
す
。

第
十
六
尊
者
　
注

ち
ゅ
う

荼だ

半は
ん

託だ

か迦

　
　
　
　
　
　
　

千
六
百
の
阿
羅
漢
と
持じ

軸じ
ゅ
く
さ
ん山

中ち
ゅ
うに

住
す
。

　

こ
の
十
六
羅
漢
の
う
ち
、
第
一
の
賓び

ん

度ず

る盧
、
第
九
の
戌く

博ば

迦か

、
第
十
の
半は

ん

託だ

か迦
、
第
十
一
の
羅ら

ご

ら
怙
羅
、
第
十
六
の
注

ち
ゅ
う

荼だ

【仏教の宇宙観】
定方晟著「インド宇宙論大全」を参考に作成

（単位は由旬）
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は
大
雪
山
の
北
方
の
崑こ

ん

崙ろ
ん
さ
ん山

と
も
言
わ
れ
る
。

　

以
上
の
住
所
は
何
れ
も
須
弥
山
思
想
に
よ
る
も
の
で
あ
る

が
、
実
際
の
地
名
と
結
び
つ
く
と
こ
ろ
も
あ
る
。

　

第
二
尊
者
の
迦か

し

み

ら

湿
弥
羅
国こ

く

は
、北
西
イ
ン
ド
の
カ
シ
ュ
ミ
ー

ル
で
、
六
朝
時
代
の
終
わ
り
ま
で
は
ガ
ン
ダ
ー
ラ
と
呼
ば
れ

て
い
た
。
第
八
尊
者
の
鉢は

ら剌
拏ど

州し
ゅ
うは

ハ
ラ
ナ
国
、
現
在
の
ベ

ナ
レ
ス
。
第
十
二
尊
者
の
半は

ん

度ど

ば波
山さ

ん

は
マ
ガ
ダ
国
の
首
都
王

舎
城
（
ラ
ー
ジ
ャ
グ
リ
ハ
）
を
取
り
巻
く
五
山
の
一
つ
パ
ー

ン
ダ
ハ
ァ
山
。
第
十
五
尊
者
の
鷲じ

ゅ

峯ぶ

山せ
ん

は
、
釈
尊
説
法
の
地

で
あ
る
霊

り
ょ
う
じ
ゅ
せ
ん

鷲
山
（
グ
リ
ド
ラ
・
ク
ー
タ
）。

　

で
は
、
そ
の
地
に
お
い
て
、
羅
漢
た
ち
は
多
く
の
眷
属
と

と
も
に
一
体
何
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
も
『
法
住
記
』
は
彼
ら
の
活
動
を
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
。
彼
等
十
六
羅
漢
は
、
仏
典
の
経

き
ょ
う
り
つ
ろ
ん

律
論
の
三さ

ん
ぞ
う蔵
は
も

ち
ろ
ん
、
廣
く
仏
教
以
外
の
典
籍
に
も
通
じ
、
三さ

ん
が
い界
の
汚お

じ
ょ
く濁

に
は
決
し
て
染
ま
ら
ず
、
皆
が
三

さ
ん
み
ょ
う明
・
六ろ

く
つ
う通
す
な
わ
ち
智
慧

の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
愚ぐ

闇あ
ん

を
破
る
六
種
類
の
神
通
力
、

天て
ん
げ
ん
つ
う

眼
通
（
人
々
の
転
生
の
状
態
を
知
る
な
ど
あ
ら
ゆ
る
も
の

を
見
通
す
能
力
）

天て
ん

耳じ

通つ
う

（
あ
ら
ゆ
る
音
を
聞
く
能
力
）

他た

心し
ん
つ
う通

（
他
人
の
心
を
知
る
能
力
）

宿し
ゅ
く
め
い
つ
う

命
通
（
過
去
世
の
生
存
の
状
態
を
思
い
出
す
能
力
）

漏ろ

尽じ
ん
つ
う通

（
自
分
の
煩
悩
が
尽
き
た
こ
と
を
知
る
能
力
）

八は
ち

解げ

脱だ
つ

（
八
種
の
定
力
に
よ
っ
て
欲
貧
・
色
貧
等
を
除
去
す

る
能
力
）

　

こ
れ
ら
無
量
の
功
徳
を
具
備
し
、
釈
尊
の
委
嘱
に
よ
る
が

ゆ
え
に
神
通
力
に
よ
っ
て
自
分
の
寿
命
を
延
ば
し
、
釈
尊
の

正
法
を
常
に
護
持
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

も
し
、
こ
の
世
界
の
、
国
王
・
大
臣
・
長
者
・
居
士
、
さ

ら
に
は
一
切
の
人
々
が
清
浄
心
を
起
こ
し
、
四
方
僧
の
た
め

に
大
施
の
法
会
を
設
け
た
り
、
寺
院
の
慶
事
法
会
な
ど
の
場

合
は
、
十
六
羅
漢
と
そ
の
眷
属
た
ち
は
随
時
、
分
に
従
っ
て

種
々
な
形
と
な
っ
て
阿
羅
漢
と
し
て
の
聖
儀
を
隠
し
て
そ
の

場
に
赴
き
、
凡
僧
や
俗
人
と
な
っ
て
そ
こ
に
列
し
、
密
か
に

供
養
を
受
け
、
そ
の
施
主
に
対
し
て
立
派
な
果
報
を
得
さ
せ

る
よ
う
に
す
る
、
と
。

　

お
そ
ら
く
は
、
仏
教
の
伝
来
と
と
も
に
中
国
に
流
伝
し
た

羅
漢
の
存
在
は
、
こ
の
『
法
住
記
』
の
「
十
六
羅
漢
は
、
釈

尊
に
依
嘱
さ
れ
、
涅
槃
に
入
ら
ず
、
永
遠
に
正
法
を
護
持
し
、

あ
ら
ゆ
る
功
徳
を
一
切
の
人
々
に
与
え
る
」
と
い
う
記
載
が

事
実
と
し
て
信
奉
さ
れ
、
中
国
の
羅
漢
思
想
へ
そ
し
て
羅
漢

道
へ
羅
漢
信
仰
へ
と
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。（
以
下
次
号
）

＊
こ
の
稿
は
「
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
。
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中
野
た
か
ら
幼
稚
園
「
避
難
訓
練
」
の
報
告

　

去
る
十
一
月
十
六
日
（
月
）、
今
月
は
職
員
室
か
ら
の
出
火

を
想
定
し
て
避
難
訓
練
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
年
少
組
は
先
生

か
ら
避
難
の
仕
方
や
「
お
か
し
も
ち
」
の
お
話
を
聞
い
て
備

え
ま
す
。「
お
か
し
も
ち
」
と
は
、「
お4

さ
な
い
」「
か4

け
な
い
」

「
し4

ゃ
べ
ら
な
い
」「
も4

ど
ら
な
い
」「
ち4

か
よ
ら
な
い
」
の
頭

文
字
で
避
難
す
る
際
の
約
束
事
で
す
。
年
中
・
年
長
組
は
自

由
遊
び
を
し
な
が
ら
、
い
つ
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
「
火
災
」

に
備
え
ま
す
。
火
災
の
発
生
が
知
ら
さ
れ
る
と
子
ど
も
た
ち

は
ハ
ン
カ
チ
で
口
を
覆

い
、
速
や
か
に
園
庭
へ
。

即
座
に
人
数
確
認
が
さ

れ
る
と
安
全
な
お
寺
ま

で
避
難
し
ま
し
た
。

中
野
た
か
ら
幼
稚
園
「
た
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
デ
ー
」
の
報
告

　

秋
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
、運
動
会
。
今
年
は
「
た
か
ら
ス
ポ
ー

ツ
デ
ー
」
と
し
て
、十
月
九
日
（
金
）
年
少
組
、十
四
日
（
水
）

年
中
組
、
二
十
二
日
（
木
）
年
長
組
と
学
年
ご
と
に
行
わ
れ

ま
し
た
。
年
長
組
が
行
う
競
技
へ
の
憧
れ
を
促
す
た
め
、
年

長
組
の
お
兄
さ
ん
、お
姉
さ
ん
は
他
の
学
年
の
ス
ポ
ー
ツ
デ
ー

の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
に
参
加
。「
は
じ
め
の
こ
と
ば
」
と
「
ソ
ー

ラ
ン
節
」
を
披
露
し
て
、
ス
ポ
ー
ツ
デ
ー
を
盛
り
上
げ
て
く

れ
ま
し
た
。
ま
た
、
年
中
組
、
年
長
組
の
応
援
に
は
他
学
年

の
園
児
も
参
加
し
て
声
援
を
送
り
合
い
ま
し
た
。

　

年
少
組
は
は
じ
め
て
ご
父
母
の
前
で
、
か
け
っ
こ
と
踊
り

に
取
り
組
ん
で
か
わ
い
い
姿
を
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
年
中

煙を吸わないように口元を抑えて
上履きのまま園庭へ

「おかしもち」を守りながら、学
年ごとに手を繋いでお寺へ避難

避難用すべり台で 2
階からも素早い避難

かけっこ（年少組）

手作りのお面もかわいい「やんちゃかいじゅう」（年少組）
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組
は
ク
ラ
ス
ご
と
に
心
を
一
つ
に
し
て
パ
ラ
バ
ル
ー
ン
に
挑

戦
。
カ
ラ
フ
ル
な
バ
ル
ー
ン
が
大
き
く
膨
ら
ん
だ
り
、
回
転

し
た
り
と
見
応
え
が
あ
り
ま
し
た
。
年
長
組
は
ソ
ー
ラ
ン
節

の
集
大
成
。
気
合
い
の
入
っ
た
踊
り
は
圧
巻
で
し
た
。
息
の

あ
っ
た
組
体
操
、
そ
し
て
全
員
が
参
加
し
て
行
っ
た
リ
レ
ー

は
白
熱
し
て
、
ご
父
母
も
先
生
方
も
子
ど
も
た
ち
も
応
援
に

力
が
入
り
ま
し
た
。

　

最
後
に
園
長
先
生
か
ら
が
ん
ば
っ
た
み
ん
な
に
金
メ
ダ
ル

の
ご
褒
美
が
渡
さ
れ
て
、
嬉
し
そ
う
な
子
ど
も
た
ち
で
し
た
。

　

以
下
に
ご
父
母
か
ら
の
感
想
を
抜
粋
し
て
紹
介
し
ま
す
。

＊
先
生
の
お
話
を
聞
い
て
き
ち
ん
と
整
列
を
し
た
り
、か
け
っ

こ
で
お
名
前
を
呼
ば
れ
た
ら
お
返
事
を
し
た
り
と
成
長
を
感

じ
た
ス
ポ
ー
ツ
デ
ー
で
し
た
。
＊
と
て
も
可
愛
く
微
笑
ま
し

か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
年
長
組
の
力
強
い
ソ
ー
ラ
ン
節
を
見

ら
れ
た
こ
と
は
親
に
と
っ
て
も
貴
重
な
機
会
で
し
た
。
＊
パ

ラ
バ
ル
ー
ン
で
は
何
も
で
き
な
か
っ
た
息
子
が
お
友
達
と
協

力
し
て
一
つ
の
こ
と
を
成
し
遂
げ
て
い
る
と
思
い
感
動
で
涙

が
出
ま
し
た
。
＊
感
染
予
防
を
図
り
な
が
ら
園
児
を
あ
そ
こ

ま
で
指
導
す
る
の
は
並
大
抵
の
御
苦
労
で
は
な
か
っ
た
と
思

い
ま
す
。
先
生
方
の
温
か
い
御
指
導
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

子
ど
も
達
に
自
信
と
勇
気
と
頑
張
る
力
を
身
に
付
け
て
く
だ

さ
り
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

心を一つに「パラバルーン」（年中組）

かけっこ（年中組）

ソーラン節（年長組）

白熱のリレー（年長組）
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山
内
短
信

◎
大
本
山
總
持
寺
監
院  

乙
川
暎
元
老
師  

御
来
山

　

旧
臘
十
三
日　

副
監
院
勝
田
浩
之
老
師
同
行
で
の
御
来
訪
。

貫
首
江
川
辰
三
禅
師
の
お
言
葉
と
ご
揮
毫
を
拝
受
し
ま
し
た
。

　

大
本
山
行
事
協
賛
へ
の
謝
礼
と
の
由
。
し
ば
し
の
茶
席
で
、

御
尊
父
乙
川
瑾
映
禅
師
あ
れ
こ
れ
、
先
十
月
行
わ
れ
た
山
口

県
萩
市
海
潮
寺
で
大
導
師
江
川
辰
三

禅
師
猊
下
が
、
御
開
山
不
見
明
見
禅

師
六
百
年
大
遠
忌
を
、
白
槌
師
乙
川

監
院
老
師
が
、
新
住
木
村
延
崇
師
晋

山
結
制
を
御
慶
讃
さ
れ
た
様
子
を
伺

い
ま
し
た
。

　
（
貢
人
私
記
）
乙
川
瑾
映
禅
師
と
私

の
父
義
堯
和
尚
は
誼
あ
り
、
私
も
伺
っ

た
最
乗
寺
御
晋
山
の
頃
は
忘
れ
ら
れ

ま
せ
ん
。
ま
た
延
崇
和
尚
御
家
族
と

は
五
十
年
超

え
る
交
流
、

こ
の
御
盛
儀

は
ま
こ
と
嬉

し
い
ニ
ュ
ー

ス
で
し
た
。

◎
除
夜
の
鐘
の
報
告

　

昨
年
の
除
夜
の
鐘
は
完
全
予
約
制
に
て
、
例
年
よ
り
も
時

間
を
早
め
て
執
り
行
い
ま
し
た
。

　

門
前
に
て
二
十
二
時
よ
り
受
付
。
消
毒
と
マ
ス
ク
着
用
を

お
願
い
し
て
参
加
記
念
の
お
み
や
げ
を
渡
し
ま
す
。
二
十
二

時
半
よ
り
門
の
下
で
読
経
。
そ
の
後
、
住
職
に
よ
る
第
一
打

が
撞
か
れ
る
と
、
大
晦
日
の

中
野
坂
上
に
年
越
し
を
告
げ

る
鐘
の
音
が
響
き
ま
し
た
。

＊
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
行
事
は
状
況
に
よ
っ
て
は
変
更
ま
た
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
。

鐘を撞く親子。綱は一
撞きごとに消毒を実施

来会者が参列して読
経

古札のお焚き上げ


