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歩
み
寄
る
人
に
は
安
ら
ぎ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
井
県
龍
泉
寺 

住
職
　
山
口
正
章

福井県龍泉寺 住職

山口正章老師

　

み
な
さ
ま
、
こ
ん
に
ち
は
。
私
は
本
日
福
井
県
よ
り
参
り

ま
し
た
。
成
願
寺
様
に
お
伺
い
し
ま
し
た
の
は
、
今
回
で
三

回
目
、
前
回
は
九
年
前
で
し
た
。
そ
の
十
年
前
、
四
十
代
の

こ
ろ
に
、
初
め
て
こ
ち
ら
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
で
す
の
で
私
の
話
を
十
九
年
前
も
九
年
前
も
聞
い
て
く

だ
さ
っ
た
と
い
う
方
が
、
中
に
は
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　

福
井
か
ら
参
り
ま
し
た
と
申
し
ま
し
た
が
、
こ
ん
な
に
も

暑
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
東
京
駅
に
降
り
立
っ
て
少

し
歩
き
ま
す
と
日
差
し
が
痛
い
ほ
ど
で
、
梅
雨
が
明
け
て
い

る
か
の
よ
う
な
真
夏
の
カ
ン
カ
ン
照
り
。
そ
の
一
方
で
九
州
、

中
国
地
方
で
は
大
変
な
豪
雨
に
見
舞
わ
れ
て
い
ま
し
て
、
同

じ
日
本
で
あ
っ
て
も
天
気
や
暮
ら
し
む
き
が
こ
う
も
違
う
の

か
と
、
こ
の
暑
さ
の
中
で
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

　

前
回
お
伺
い
し
た
際
は
、
横
浜
鶴
見
の
大
本
山
總
持
寺

様
に
勤
め
て
お
り
ま
し
た
。
平
成
二
十
年
か
ら
十
三
年
間
、

一
昨
年
ま
で
お
役
勤
め
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
。

十
三
年
も
の
間
、
単
身
赴
任
を
し
て
お
り
ま
す
と
、
自
分
が

住
職
を
し
て
お
り
ま
す
お
寺
の
こ
と
が
ど
う
し
て
も
疎
か
に

な
る
。
檀
家
さ
ん
に
し
て
み
ま
す
と
、
お
盆
な
ど
は
い
る
に

は
い
て
も
、
普
段
は
お
寺
に
お
参
り
に
行
っ
て
も
不
在
。
檀

家
さ
ん
か
ら
し
ま
す
と
、
物
足
り
な
い
わ
け
で
す
。
十
年
以

上
も
檀
家
さ
ん
に
そ
う
し
た
思
い
を
さ
せ
て
し
ま
い
ま
し
た



3 2

し
、
母
が
九
十
を
超
え
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
最
後
の
世
話

は
私
が
し
た
い
と
い
う
思
い
も
ご
ざ
い
ま
し
て
、
福
井
に
戻

る
決
心
を
い
た
し
ま
し
た
。

　

私
ど
も
の
地
方
は
豪
雪
地
帯
で
し
て
、
特
に
寒
の
時
期
は

大
雪
に
な
り
ま
す
。
見
渡
す
限
り
雪
に
覆
い
尽
く
さ
れ
て
、

本
堂
の
屋
根
に
も
た
く
さ
ん
雪
が
積
も
る
わ
け
で
す
。
鶴
見

に
お
り
ま
し
た
頃
は
、
北
陸
で
大
雪
だ
と
ニ
ュ
ー
ス
で
知
っ

て
も
、
ど
こ
か
他
人
事
の
よ
う
な
、
誰
か
に
お
願
い
し
て
雪

下
ろ
し
を
し
て
も
ら
え
ば
な
ん
と
か
な
る
だ
ろ
う
、
な
ん
て

思
っ
て
お
り
ま
し
た
。

　

そ
れ
が
福
井
の
お
寺
に
戻
り
ま
し
た
ら
、
本
日
の
よ
う
に

一
泊
二
日
東
京
へ
出
て
く
る
だ
け
で
も
、
寺
は
大
丈
夫
だ
ろ

う
か
。
火
の
始
末
は
、
泥
棒
は
、
不
審
者
な
ん
か
は
来
て
い

な
い
だ
ろ
う
か
と
心
配
で
心
配
で
仕
方
が
な
い
。
鶴
見
に
お

り
ま
し
た
頃
は
一
ヶ
月
に
一
度
し
か
戻
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

そ
ん
な
ふ
う
に
気
に
し
て
は
な
か
っ
た
。
な
ん
と
も
不
思
議

な
心
持
ち
で
す
が
、
自
分
の
立
つ
場
所
が
、
鶴
見
の
ご
本
山

か
ら
自
坊
に
戻
っ
た
ん
だ
な
、
と
つ
く
づ
く
感
じ
て
い
る
わ

け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

一
昨
年
に
戻
り
、
そ
れ
か
ら
二
年
間
、
母
と
暮
ら
す
こ
と

が
で
き
ま
し
た
が
、
こ
の
二
月
に
九
十
三
歳
で
亡
く
な
り
ま

し
た
。
本
人
は
百
ま
で
生
き
る
と
申
し
て
お
り
ま
し
た
の
で
、

い
て
い
る
と
こ
ろ
を
探
し
て
、
こ
れ
か
ら
産
み
落
と
す
卵
が

流
れ
て
い
く
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
尾
鰭
で
砂
利
を

飛
ば
す
よ
う
に
し
て
す
り
鉢
状
の
産
卵
床
と
い
う
も
の
を
堀

る
。
産
卵
を
無
事
に
終
え
ま
す
と
、
卵
に
そ
っ
と
砂
利
を
か

け
て
保
護
す
る
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
し
て
一
週
間
か
ら
十
日

ほ
ど
で
、
メ
ス
も
オ
ス
も
力
尽
き
て
死
ん
で
し
ま
う
。

　

ま
た
カ
マ
キ
リ
は
、
交
尾
の
際
に
メ
ス
は
オ
ス
を
頭
部
か

ら
食
べ
て
し
ま
う
。
食
べ
ら
れ
ず
に
済
む
こ
と
も
あ
る
よ
う

で
す
が
、
こ
れ
は
、
オ
ス
に
し
か
な
い
成
分
が
丈
夫
な
卵
を

得
る
、
丈
夫
な
子
に
な
っ
て
も
ら
う
た
め
に
必
要
だ
と
い
う

説
が
あ
る
そ
う
で
す
。
い
ず
れ
に
し
ま
し
て
も
親
が
子
を
想

う
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
に
共
通
す
る
行
動
な

の
か
と
思
い
ま
す
。

　

子
が
親
を
想
う

　

話
は
変
わ
り
ま
し
て
、
私
ど
も
龍
泉
寺
の
ご
開
山
で
あ
り

ま
す
通
幻
禅
師
の
出
生
に
つ
い
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
通
幻
禅
師
は
總
持
寺
の
開
祖
・
瑩
山
禅
師
様
の
孫
弟
子

に
あ
た
る
方
で
す
。
通
幻
禅
師
と
い
う
方
に
は
、
亡
く
な
っ

た
お
母
様
か
ら
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
と
い
う
伝
説
が
残
さ
れ

て
い
ま
す
。
お
母
様
は
身
籠
も
っ
て
、
臨
月
を
迎
え
て
い
よ

い
よ
出
産
か
と
い
う
時
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
わ
れ
た
の
で
す
。

私
も
そ
の
つ
も
り
で
し
た
が
、
あ
っ
と
い
う
間
に
逝
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。「
二
年
だ
け
で
も
一
緒
に
暮
ら
し
て
、
お
母
さ

ん
き
っ
と
喜
ん
で
ま
し
た
ね
」、
な
ん
て
人
か
ら
言
っ
て
い
た

だ
く
わ
け
で
す
が
、
息
子
と
し
ま
し
て
は
、
も
っ
と
優
し
い

言
葉
を
か
け
れ
ば
良
か
っ
た
、
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
あ
げ
た

ら
良
か
っ
た
と
、
後
悔
の
日
送
り
を
し
て
お
り
ま
す
。

　

生
き
て
く
れ
て
い
た
日
々
は
、
面
倒
だ
な
あ
、
自
分
で
や

れ
ば
良
い
の
に
、
な
ん
て
思
う
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
わ

け
で
す
が
、
今
と
な
っ
て
は
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
後
悔
先
に
立
た
ず
、
孝
行
の
し
た
い
時
分
に
親
は
な
し
、

と
は
よ
く
言
っ
た
も
の
で
す
。
皆
さ
ま
も
、
私
と
同
じ
よ
う

な
思
い
の
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
本
日
の

お
盆
の
大
法
要
で
は
、
ど
う
ぞ
亡
き
ご
親
族
に
心
を
込
め
ら

れ
て
参
列
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

親
が
子
を
想
う

　

親
が
子
を
想
う
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
人
間
だ
け
で
は

な
く
て
あ
ら
ゆ
る
動
物
に
見
ら
れ
ま
す
。

　

犬
や
猫
を
は
じ
め
と
す
る
哺
乳
類
は
も
ち
ろ
ん
、
例
え
ば

鮭
の
産
卵
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
数
年
間
に
わ
た
る
海
洋
生

活
を
終
え
る
と
、
鮭
は
体
を
ボ
ロ
ボ
ロ
に
し
な
が
ら
故
郷
の

川
を
遡
上
し
ま
す
。
メ
ス
は
川
底
か
ら
き
れ
い
な
湧
水
が
湧

昔
は
土
葬
で
す
か
ら
、
焼
か
れ
る
こ
と
な
く
亡
骸
は
お
墓
に

葬
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
お
母
様
は
亡
く
な
ら
れ
て
も
な
お
我

が
子
を
産
み
落
と
し
た
と
い
う
の
で
す
。

　

お
母
様
は
毎
晩
、
幽
霊
と
な
っ
て
土
の
中
か
ら
出
て
き
て
、

町
外
れ
に
あ
る
飴
屋
さ
ん
に
飴
を
買
い
に
行
き
ま
し
た
。
飴

と
い
い
ま
し
て
も
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
で
は
な
く
て
、
昔
の
こ
と

で
す
か
ら
水
飴
で
す
。
お
乳
が
出
ま
せ
ん
の
で
、
飴
を
買
っ

て
き
て
、
生
ま
れ
た
我
が
子
に
お
乳
の
代
わ
り
に
与
え
て
い

た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

毎
晩
の
よ
う
に
青
白
い
顔
を
し
た
女
人
が
飴
を
買
い
に
く

る
こ
と
を
不
審
に
お
も
っ
た
飴
屋
の
主
は
、
あ
る
日
、
つ
け

て
行
っ
た
の
で
す
。
そ
う
し
ま
し
た
ら
墓
地
の
前
で
、
す
っ

と
姿
が
消
え
て
な
く
な
っ
た
。
翌
朝
、
明
る
く
な
っ
て
か
ら

再
度
墓
地
に
行
っ
た
主
は
、
最
近
埋
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
土

ま
ん
じ
ゅ
う
の
下
か
ら
聞
こ
え
る
赤
ち
ゃ
ん
の
泣
き
声
に
気

づ
く
わ
け
で
す
。

　

店
主
は
驚
い
て
掘
り
返
し
て
み
ま
す
と
、
生
ま
れ
て
数
日

と
思
わ
れ
る
赤
ち
ゃ
ん
と
、
そ
の
傍
に
は
飴
が
竹
の
皮
に
包

ま
れ
て
置
い
て
あ
っ
た
。
そ
の
赤
ち
ゃ
ん
は
、
地
域
の
人
々

に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
少
年
に
ま
で
成
長
し

た
時
に
、
自
身
の
不
思
議
な
生
い
立
ち
に
つ
い
て
聞
か
さ
れ

る
わ
け
で
す
。
す
る
と
涙
を
流
し
な
が
ら
「
自
分
は
僧
侶
と
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な
っ
て
、
母
さ
ん
の
菩
提
を
弔
い
た
い
」
と
出
家
を
決
意
す

る
の
で
す
。
金
沢
市
に
ご
ざ
い
ま
す
大
乗
寺
の
明
峰
禅
師
の

下
で
修
行
を
し
て
、
さ
ら
に
、
当
時
は
能
登
半
島
の
輪
島
市

に
ご
ざ
い
ま
し
た
總
持
寺
の
峨
山
禅
師
の
も
と
で
厳
し
い
修

行
を
続
け
ら
れ
た
。
や
が
て
總
持
寺
の
五
代
目
の
禅
師
様
と

な
ら
れ
ま
し
て
、
通
幻
少
年
が
決
意
し
た
通
り
、
お
母
様
の

菩
提
を
弔
い
、
ま
た
多
く
の
弟
子
を
育
て
ら
れ
た
の
で
す
。

　

龍
泉
寺
に
は
通
幻
禅
師
が
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
場
所
に
、

禅
師
の
墓
塔
が
建
て
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
通
幻
禅
師
は
、
お

母
様
の
元
に
戻
ら
れ
た
わ
け
で
す
。

　

ま
た
龍
泉
寺
に
は
、
通
幻
禅
師
の
出
生
に
ま
つ
わ
る
お
地

蔵
様
が
お
祀
り
さ
れ
て
い
ま
す
。「
乳
も
ら
い
地
蔵
」
と
呼

ば
れ
る
そ
の
お
地
蔵
様
は
、
赤
ち
ゃ
ん
を
抱
っ
こ
す
る
お
姿

で
す
。
赤
ち
ゃ
ん
は
手
を
伸
ば
し
て
、
お
地
蔵
様
の
乳
房
を

求
め
て
い
る
の

で
す
。
お
地
蔵

様
は
元
々
、
男

性
で
も
女
性
で

も
な
い
わ
け
で

す
が
、
こ
の
乳

も
ら
い
地
蔵
様

は
、
母
親
の
お

　
慈
悲
の
心

　

先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
私
は
母
を
亡
く
し
て
か
ら

半
年
も
経
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
流
行
り
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、

「
母
親
ロ
ス
」
で
す
。
喪
失
感
と
共
に
、
日
々
を
後
悔
や
反
省

の
気
持
ち
で
過
ご
し
て
お
り
ま
す
。

　

で
は
ど
う
し
た
ら
、
そ
う
い
う
気
持
ち
か
ら
立
ち
直
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
思
い
で
、
い
ろ
い
ろ
な
本
を
読
ん

だ
り
、
お
釈
迦
様
の
お
言
葉
を
勉
強
し
た
り
し
ま
し
た
ら
、

や
は
り
そ
れ
は
「
慈
悲
の
心
」
だ
と
い
う
の
で
す
。

　

ど
う
い
う
こ
と
か
と
申
し
ま
す
と
、
自
分
の
親
の
こ
と
だ

け
を
想
う
、
自
分
の
子
の
こ
と
だ
け
を
想
う
の
で
は
な
く
て
、

自
分
の
周
り
の
あ
ら
ゆ
る
人
の
こ
と
を
想
う
の
で
す
。
あ
ら

ゆ
る
事
柄
に
、「
慈
悲
の
心
」
を
持
っ
て
過
ご
し
て
い
く
。
そ

う
し
た
日
送
り
を
し
て
お
り
ま
す
と
、
近
し
い
人
を
亡
く
し

た
悲
し
み
、
苦
し
み
が
少
し
ず
つ
薄
ら
い
で
い
く
よ
う
だ
と
、

こ
の
よ
う
に
お
釈
迦
様
は
説
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
道
元
禅
師
様
の
お
言
葉
で
言
え
ば
「
愛
語
」。
冷
た

い
言
葉
で
は
な
く
て
、
愛
情
の
あ
る
言
葉
。
ま
た
「
言ご
ん

施せ

」

と
い
う
語
も
ご
ざ
い
ま
す
が
、
相
手
の
方
に
対
し
て
思
い
や

り
の
溢
れ
る
言
葉
を
使
う
こ
と
で
す
。

　

さ
ら
に
「
一い

ち
あ
い
い
っ
さ
つ

挨
一
拶
」
と
い
う
禅
宗
に
は
大
切
な
語
が
ご

地
蔵
様
で
す
ね
。
通
幻
禅
師
は
お
母
様
の
慈
恩
に
報
い
る
た

め
、
ま
た
親
の
い
な
い
子
ど
も
た
ち
の
成
長
を
願
い
、
さ
ら

に
は
、
乳
の
出
な
い
母
親
や
、
子
育
て
に
悩
む
父
母
を
助
け

て
く
だ
さ
る
よ
う
に
お
祀
り
を
し
て
、
以
来
、
多
く
の
人
々

の
信
仰
を
集
め
て
い
る
の
で
す
。

　

親
が
子
を
想
う
と
い
う
の
は
、
我
々
人
間
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
あ
ら
ゆ
る
動
物
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
し
か
し
な

が
ら
、
子
が
親
を
想
う
と
い
う
の
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
た

ぶ
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
人
間
だ
け
に
与
え
ら
れ
た
感
情
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
犬
や
猫
が
親
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
て
、

そ
の
親
が
亡
く
な
っ
た
時
、そ
れ
は
悲
し
そ
う
に
す
る
で
し
ょ

う
。
で
も
一
年
経
っ
て
、二
年
経
っ
た
時
に
何
か
す
る
で
し
ょ

う
か
。
人
間
だ
け
が
、
亡
く
な
っ
た
方
を
思
い
、
長
い
期
間

に
わ
た
っ
て
節
目
節
目
で
供
養
を
し
て
思
い
を
馳
せ
る
わ
け

で
す
。
人
間
で
あ
る
か
ら
に
は
、
親
を
想
い
、
先
祖
の
供
養

を
す
る
と
い
う
こ
と
が
と
て
も
大
切
な
の
で
す
。

　

本
日
、
お
盆
の
法
要
に
お
見
え
の
皆
様
方
は
、
仏
教
徒
と

し
て
ご
参
列
さ
れ
て
る
わ
け
で
す
か
ら
尊
い
こ
と
で
す
。
で

す
け
れ
ど
も
、
皆
様
、
若
い
方
々
に
も
そ
う
し
た
こ
と
を
教

え
て
さ
し
あ
げ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
ご
自
宅
に
帰
ら

れ
ま
し
た
ら
、
皆
さ
ん
が
仏
教
の
先
生
と
な
っ
て
伝
え
て
い

た
だ
き
た
い
の
で
す
。

ざ
い
ま
す
。「
挨
拶
」
の
元
の
語
で
す
。「
お
は
よ
う
ご
ざ
い

ま
す
」「
こ
ん
に
ち
は
」、
こ
れ
ら
が
「
挨
拶
」
で
す
ね
。
こ

の
語
は
元
々
は
坐
禅
の
時
の
言
葉
で
す
。
坐
禅
中
、
睡
魔
や

妄
想
な
ん
か
に
よ
っ
て
集
中
で
き
て
い
な
い
様
子
が
見
え
る

と
、
後
ろ
か
ら
先
輩
の
お
坊
さ
ん
が
警
き
ょ
う
さ
く策

と
い
う
長
い
棒
で

肩
を
パ
ン
と
打
つ
わ
け
で
す
。
で
も
あ
れ
は
、
急
に
パ
ン
と

打
た
れ
ま
し
た
ら
、
さ
す
が
に
び
っ
く
り
い
た
し
ま
す
。
で

す
か
ら
、
予
策
と
申
し
ま
し
て
、
こ
れ
か
ら
肩
を
打
ち
ま
す

よ
と
い
う
合
図
を
ポ
ン
と
す
る
わ
け
で
す
。
こ
の
予
策
が「
一

挨
」、
パ
ン
と
打
つ
こ
と
が
「
一
拶
」
な
の
で
す
。「
一
挨
」

と
い
う
の
は
、
相
手
を
思
い
や
る
「
慈
悲
の
心
」
な
の
で
す
。

警
策
と
い
う
の
は
、
坐
禅
に
集
中
し
て
い
な
そ
う
だ
か
ら
、

罰
と
し
て
打
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
挨
拶
」
と
い
う
の

は
、
坐
禅
の
時
の
「
慈
悲
の
心
」
が
元
々
な
の
で
す
。

　

明
治
後
期
か
ら
昭
和
初
期
に
活
躍
し
た
詩
人
に
北
原
白
秋

と
い
う
方
が
い
ま
す
。
こ
の
方
の
「
ひ
と
つ
の
こ
と
ば
」
と

い
う
詩
が
大
好
き
な
の
で
、
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ひ
と
つ
の
こ
と
ば　
　
　
　

北
原　

白
秋

　
　

ひ
と
つ
の
こ
と
ば
で　

け
ん
か
し
て

　
　

ひ
と
つ
の
こ
と
ば
で　

な
か
な
お
り

龍泉寺様の乳もらい地蔵
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ひ
と
つ
の
こ
と
ば
で　

頭
が
下
が
り

　
　

ひ
と
つ
の
こ
と
ば
で　

心
が
痛
む

　
　

ひ
と
つ
の
こ
と
ば
で　

楽
し
く
笑
い 　
　

　
　

ひ
と
つ
の
こ
と
ば
で　

泣
か
さ
れ
る

　
　

ひ
と
つ
の
こ
と
ば
は　

そ
れ
ぞ
れ
に 　
　

　
　

ひ
と
つ
の
心
を
も
っ
て
い
る
（
後
略
）

　

皆
様
、い
か
が
で
す
か
。
私
た
ち
も
経
験
が
ご
ざ
い
ま
す
ね
。

自
分
が
言
っ
た
方
、
あ
る
い
は
言
わ
れ
た
方
。

　
「
あ
の
時
あ
な
た
に
言
わ
れ
た
言
葉
が
、
ど
ん
な
に
私
の
胸

に
突
き
刺
さ
っ
た
こ
と
か
」。
こ
ん
な
風
に
言
わ
れ
た
ら
ド

キ
ッ
と
し
ま
す
ね
。「
そ
ん
な
つ
も
り
は
な
か
っ
た
け
ど
、
申

し
訳
な
い
こ
と
だ
っ
た
な
」
と
感
じ
ま
す
。

　

あ
る
い
は
、「
あ
の
時
あ
な
た
に
言
わ
れ
た
言
葉
で
、
ど
ん

な
に
私
の
心
が
救
わ
れ
た
こ
と
か
」。
こ
ん
な
風
に
言
わ
れ
た

ら
「
そ
こ
ま
で
の
つ
も
り
は
な
か
っ
た
け
ど
、そ
れ
は
良
か
っ

た
」
と
嬉
し
く
な
り
ま
す
。

　

北
原
白
秋
さ
ん
が
詩
に
託
さ
れ
た
よ
う
に
、
一
つ
の
言
葉

が
そ
れ
ぞ
れ
に
一
つ
の
心
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か

ら
「
言
霊
」
と
言
っ
た
り
「
言
の
葉
」
と
言
っ
た
り
す
る
。

言
葉
に
は
魂
が
あ
る
の
で
す
、
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
る
べ
く

愛
情
の
こ
も
っ
た
、
相
手
を
思
い
や
る
言
葉
遣
い
を
し
た
い

　
お
経
を
読
む
と
は
、
釈
迦
に
説
法
？

　

コ
ロ
ナ
禍
で
難
し
い
時
期
も
長
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、

皆
様
も
方
丈
様
と
一
緒
に
「
般
若
心
経
」
や
「
修
証
義
」
を

お
読
み
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
で
は
お
聞
き
し
ま
す
が
、
お

経
は
誰
に
対
し
て
読
ま
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

私
た
ち
仏
教
徒
は
、
お
釈
迦
様
が
説
い
て
く
だ
さ
っ
た
み

教
え
を
お
経
と
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。
そ
の
お
経
を
今
度

は
お
釈
迦
様
に
上
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
釈
迦
に
説
法
」
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ど
う
い
う
こ
と
か
と
申
し
ま
す
と
、
お
釈
迦
様
は
今
や
肉

体
は
な
く
な
っ
て
お
声
を
発
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
で

す
か
ら
遺
さ
れ
た
み
教
え
、
つ
ま
り
お
経
を
私
た
ち
が
お
釈

迦
様
の
代
わ
り
に
読
ま
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
そ
の
読
み
上

げ
た
声
を
お
釈
迦
様
か
ら
の
み
教
え
と
し
て
聞
く
こ
と
で
、

改
め
て
学
ば
せ
て
い
た
だ
く
。
こ
れ
が
、「
お
経
を
上
げ
る
」

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

で
は
、
ご
先
祖
様
に
対
し
て
の
お
経
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

「
ご
先
祖
様
に
は
、
読
ん
で
さ
し
あ
げ
る
」
と
お
思
い
に
な
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
皆
様
の
ご
先
祖
様
は
す
で
に
成
仏
さ

れ
て
仏
様
の
世
界
に
安
住
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、

ご
先
祖
様
は
お
声
を
発
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
代

も
の
で
す
。

　

ま
た
、
言
葉
遣
い
と
と
も
に
、
常
に
微
笑
み
を
も
っ
て
周

り
の
人
に
接
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
例
え
ば
、
今
日
の
お
話

の
間
中
、
私
が
し
か
め
面
し
て
、
つ
ま
ら
な
そ
う
に
皆
様
の

前
に
お
り
ま
し
た
ら
い
か
が
で
す
か
。
た
ぶ
ん
皆
様
も
同
じ

よ
う
な
表
情
に
な
っ
て
し
ま
わ
れ
る
。

　

昔
の
中
国
で
は
「
微
は
美
な
り
、
美
は
味
な
り
」
と
言
っ

た
そ
う
で
す
。
微か
す

か
な
も
の
は
美
し
い
。
美
し
い
も
の
に
は

味
わ
い
が
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
皆
様
の
微
笑
み
は
美
し
く
、

味
わ
い
が
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
へ
つ
ら
っ

た
り
、
そ
の
場
し
の
ぎ
の
表
情
で
は
な
く
て
、
心
か
ら
湧
き

出
る
微
笑
み
。
笑
顔
に
勝
る
幸
せ
は
な
い
の
で
す
。
笑
顔
に

勝
る
施
し
も
な
い
。
も
う
一
つ
言
え
ば
、
笑
顔
に
勝
る
化
粧

も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、笑
顔
に
元
手
は
要
ら
な
い
の
で
す
。

　

ど
ん
な
に
高
級
な
も
の
に
身
を
包
ん
で
飾
り
た
て
て
も
、

そ
の
人
の
表
情
が
仏
頂
面
だ
っ
た
ら
台
無
し
で
す
。
た
と
え

質
素
な
佇
ま
い
で
も
、
心
か
ら
湧
き
出
る
微
笑
み
を
浮
か
べ

て
い
れ
ば
、
周
り
の
人
も
優
し
い
気
持
ち
に
な
る
わ
け
で
す
。

　
「
一

い
っ
し
ょ
う
い
ち
に
ゃ
く

笑
一
若　

一い
ち

怒ど

一い
ち

老ろ
う

」
と
い
う
語
も
ご
ざ
い
ま
す
。
一

回
笑
え
ば
一
歳
若
く
な
り
、
一
回
怒
れ
ば
一
歳
老
い
る
。
そ

の
通
り
と
思
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
改
め
て
、「
慈
悲
の
心
」

と
い
う
も
の
を
意
識
し
た
い
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

わ
り
に
お
経
を
読
ま
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
そ
の
声
を

ご
先
祖
様
か
ら
の
教
え
と
し
て
あ
り
が
た
く
頂
戴
す
る
。

　

こ
う
い
う
受
け
止
め
方
で
、
ど
う
ぞ
お
経
を
読
ん
で
い
た

だ
き
た
い
と
思
う
わ
け
で
す
。

　

私
は
寝
る
前
な
ど
にYouTube

で
落
語
で
す
と
か
、
朗
読

な
ど
を
聞
い
て
お
り
ま
す
が
、
お
経
と
い
う
の
は
、
あ
る
意

味
で
は
朗
読
な
の
で
す
。
で
も
そ
れ
は
普
通
の
朗
読
で
は
な

く
て
、
信
仰
心
を
持
っ
た
朗
読
。
朗
読
と
い
う
の
は
何
遍
も

何
遍
も
積
み
重
ね
て
い
く
と
、
い
よ
い
よ
味
わ
い
が
出
て
本

物
に
な
る
。
お
経
も
何
遍
も
何
遍
も
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

意
味
は
わ
か
ら
な
く
て
も
、
読
む
人
に
何
か
し
ら
備
わ
っ
て

く
る
。
も
の
の
見
方
が
変
わ
っ
て
く
る
。
言
葉
遣
い
が
変
わ
っ

て
く
る
。
眼
差
し
が
変
わ
っ
て
く
る
。
そ
う
し
ま
す
と
自
分

の
生
活
が
変
わ
っ
て
く
る
の
で
す
。
お
経
を
上
げ
る
と
い
う

こ
と
は
、
お
釈
迦
様
、
ご
先
祖
様
か
ら
学
ば
せ
て
い
た
だ
い

て
い
る
の
で
す
。

　

最
後
に
私
の
大
好
き
な
言
葉
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
歩
み
寄
る
人
に
は
安
ら
ぎ
を
、
訪
れ
る
人
に
は
微
笑
み
を
、

去
り
ゆ
く
人
に
は
幸
せ
を
」。
や
や
も
し
ま
す
と
私
た
ち
は
こ

の
反
対
の
こ
と
を
し
が
ち
で
す
が
、
ど
う
か
「
慈
悲
の
心
」

で
お
過
ご
し
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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て
文
久
四
甲
子
年
（
一
八
六
三
）
正
月
の
良
き
日
に
彫
刻
さ

れ
た
。
そ
し
て
俳
句
は
、
七
草
粥
の
中
へ
鐘
の
音
が
ま
ざ
る

よ
う
だ
、
ほ
ど
の
意
味
で
、
つ
ま
り
は
七
草
粥
を
祝
っ
て
い

る
時
に
鐘
の
音
が
聞
こ
え
て
き
た
、
と
い
う
解
釈
に
な
る
か

と
思
い
ま
す
。
次
に
右
端
に
書
か
れ
て
い
る
文
字
で
す
が
、

　
　

彫
刻
ハ
塗
換
修
復
ノ
誤
リ　

三
十
二
孝
善

　

と
あ
り
ま
す
。
先
々
代
住
職
の
三
十
二
世
長
谷
川
孝
善
大

和
尚
が
書
き
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、「
彫
刻
は
塗

り
換
え
修
復
の
誤
り
」
と
あ
り
、
文
久
四
年
に
大
仏
師
三
上

朝
光
に
よ
っ
て
彫
刻
さ
れ
た
の
か
、
塗
り
換
え
修
復
さ
れ
た

の
か
定
か
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
孝
善
大
和
尚
が

何
を
根
拠
に
こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
残
さ
れ
た
の
か
、今
に
な
っ

て
は
わ
か
る
由
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

左
端
に
書
か
れ
た
文
字
は
、
今
回
の
修
復
内
容
を
渡
邉
仏

師
が
後
世
の
人
た
ち
に
向
け
て
記
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

川
庵
宗
鼎
大
和
尚
は
、
開
基
鈴
木
九
郎
の
師
・
舂
屋
宗
能

禅
師
（
大
雄
山
最
乗
寺
五
世
）
の
四
代
目
の
法
孫
に
あ
た
り
、

文
明
八
年
（
一
四
七
六
）
に
正
観
寺
（
成
願
寺
の
前
の
寺
号
）

に
住
持
し
、
堂
塔
、
規
範
を
整
え
て
大
い
に
隆
盛
に
導
き
ま

し
た
。
成
願
寺
に
は
ご
開
山
の
座
像
の
ほ
か
に
そ
の
お
姿
が

描
か
れ
た
掛
け
軸
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

の
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ

る
と
の
報
告
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

こ
の
た
び
の
修
復
は
、
翠

雲
堂
修
復
仏
師
渡
邉
雅
文
師

の
手
に
よ
っ
て
、
頭
部
の
固

定
と
、
お
骨
の
一
部
を
桐
箱

に
納
め
て
胎
内
に
お
戻
し
す

る
作
業
を
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。

　

開
山
像
の
台
座
の
裏
に
文

字
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

真
ん
中
に
、

　

東
部
中
野
住

　

七
代　

大
仏
師　

三
上
朝
光

　
　

文
久
四
甲き
の
え
ね子
年

　
　
　
　
　

正
月
吉
辰
之
彫
刻

　

七
草
の

　
　
　

中
へ
ま
さ
る
や

　
　
　
　
　
　

鐘
の
音

　

と
あ
り
ま
す
。中
野
に
住
む
七
代
大
仏
師
三
上
朝
光
に
よ
っ

◎
ご
開
山
像
修
復
及
び
開
眼
供
養
の
報
告

　

開
山
堂
（
龍
鳳
閣
）
に
安
置
さ
れ
て
い
る
、
ご
開
山
川
庵

宗
鼎
大
和
尚
像
の
修
復
が
成
り
、春
彼
岸
中
日
に
住
職
に
よ
っ

て
開
眼
供
養
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。

　

開
山
像
は
前
は
昭
和
四
十
七
年
（
一
九
七
二
）
に
修
復
さ

れ
て
、
そ
の

機
会
に
胎
内

に
納
め
て

あ
っ
た
お
骨

を
鑑
定
。
東

京
大
学
名
誉

教
授
の
鈴
木

尚
先
生
に
よ

り
、
た
く
ま

し
い
熟
年
男

性
と
若
く
し

て
亡
く
な
っ

た
女
性
の
お

骨
で
あ
り
、

成
願
寺
開
基

鈴
木
九
郎
と

娘
小
笹
の
も木曽ひのきの新たな部材を膠（にかわ）で胎内

に取り付けて、頭部を固定する渡邉仏師

色の補修をする渡邉仏師

この機会に荘厳幕も新調

開眼供養の様子

台座裏の文字

瑩山禅師　　　ご開山・川庵宗鼎大和尚　　　道元禅師
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て
く
れ
て
い
ま
し
た
。
代
表
の
児
童
か
ら
「
今
日
は
中
野
第

一
小
学
校
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
学
校
探
検
を
準
備
し
ま

し
た
。
小
学
校
に
は
い
ろ
い
ろ
な
部
屋
が
あ
り
ま
す
。
勉
強

の
種
類
に
よ
っ
て
場
所
を
移
動
し
ま
す
。
今
日
は
そ
の
特
別

な
部
屋
の
前
に
紹
介
カ
ー
ド
を
貼
り
ま
し
た
。
ク
イ
ズ
も
あ

り
ま
す
の
で
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
ね
」
と
説
明
を
受
け
ま

し
た
。
ク
ラ
ス
ご
と
に
担
任
の
先
生
と
学
校
探
検
ス
タ
ー
ト
。

理
科
室
、
音
楽
室
、
体
育
館
、
給
食
室
に
保
健
室
、
勉
強
を

す
る
教
室
だ
け
で
は
な
く
、
小
学
校
に
は
色
々
な
部
屋
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
幼
稚
園
と
は
異
な
る
雰
囲
気
に

緊
張
し
た
様
子
も
み
ら
れ
ま
し
た
が
、
子
ど
も
達
に
と
っ
て
、

小
学
校
生
活
へ
の
期
待
が
膨
ら
む
経
験
と
な
り
ま
し
た
。

◎
中
野
た
か
ら
幼
稚
園
年
長
組
、
中
野
第
一
小
学
校
を
訪
問

　

去
る
二
月
二
十
日
（
月
）、
中
野
た
か
ら
幼
稚
園
の
年
長
さ

ん
は
、
近
く
の
中
野
区
立
中
野
第
一
小
学
校
を
訪
問
。
出
発

前
に
主
事
先
生
か
ら
「
み
ん
な
も
う
少
し
で
卒
園
を
迎
え
て
、

四
月
か
ら
は
小
学
校
に
進
み
ま
す
ね
。
今
日
は
小
学
校
が
ど

ん
な
と
こ
ろ
か
見
学
し
て
、
小
学
生
の
お
兄
さ
ん
、
お
姉
さ

ん
と
楽
し
く
交
流
し
ま
し
ょ

う
」
と
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。

　

小
学
校
に
到
着
し
て
ラ
ン
チ

ル
ー
ム
に
通
さ
れ
る
と
、
一
年

四
組
の
お
兄
さ
ん
、
お
姉
さ
ん

が
今
回
の
交
流
会
の
準
備
を
し

クラスの半数はリモートで参加した交流会

校長室に特別に入れていただきました。

授業中の教室も見学

校内のいたるところにクイズが

行
い
ま
し
た
。
十
三
時
よ
り
福
井
県
龍
泉
寺
ご
住
職
の
山
口

正
章
老
師
に
お
説
教
を
賜
り
（
一
頁
参
照
）、
続
い
て
十
四
時

よ
り
住
職
の
導
師
に
よ
り
、
盂
蘭
盆
会
の
大
法
要
を
お
勤
め

し
ま
し
た
。

　

お
盆
初
日
の
十
三
日
は
、
本
堂
で
の
朝
の
お
勤
め
の
後
、

墓
地
を
供
養
し
て
巡
る
墓
せ
が
き
を
行
い
ま
す
。

　

ご
開
山
、
歴
代
住
職
の
墓
塔
か
ら
始
ま
り
、
十
二
名
の
僧

侶
が
列
を
作
っ
て
香
を
焚
き
、
洒
水
、
水
の
子
を
供
え
な
が

ら
墓
地
内
を
読
経
し
て
巡
り
ま
し
た
。

　

こ
の
日
か
ら
十
五
日
ま
で
の
三
日
間
、
檀
信
徒
各
家
へ
僧

侶
が
お
伺
い
し
、
四
年
ぶ
り
と
な
っ
た
お
棚
経
を
お
勤
め
し

ま
し
た
。

◎
お
盆
行
事
の
報
告

　

去
る
七
月
十
一
日
（
火
）、
盂
蘭
盆
会
を
厳
修
い
た
し
ま
し

た
。
全
国
よ
り
有
縁
の
ご
寺

院
様
約
五
十
名
に
ご
参
集
い

た
だ
き
、
コ
ロ
ナ
前
と
同
様

の
荘
厳
さ
を
取
り
戻
し
た
大

法
要
と
な
り
ま
し
た
。

　

正
午
よ
り
滋
賀
県
東
円
寺

ご
住
職
の
藤
木
道
明
老
師
に

導
師
を
お
勤
め
い
た
だ
き
、

ご
開
山
並
び
に
歴
代
住
職
へ

の
報
恩
供
養
の
法
要
を
執
り

盂蘭盆会の様子 開山・歴住忌

檀信徒各家でのお棚経

朝のお勤め

墓せがき
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山
内
短
信

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

　

九
月
二
十
三
日
（
土
）
秋
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

の
で
、「
自
分
た
ち
の
住
む
町
に
は
、
魅
力
が
た
く
さ
ん
の
お

寺
が
あ
る
の
に
、
み
ん
な
興
味
や
関
心
が
な
い
。
ス
タ
ン
プ

ラ
リ
ー
を
通
し
て
興
味
、
関
心
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
」
と

い
う
話
し
合
い
が
な
さ
れ
、
児
童
の
み
な
さ
ん
の
手
作
り
で

ク
イ
ズ
、
消
し
ゴ
ム
は
ん
こ
、
景
品
の
メ
ダ
ル
な
ど
が
用
意

さ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
は
天
候
に
も
恵
ま
れ
て
、
全
学
年
の
参
加
希
望
者
が
、

低
学
年
は
保
護
者
と
、
高
学
年
は
友
達
同
士
連
れ
だ
っ
て
来

山
。
約
四
十
人
が
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
を
楽
し
み
ま
し
た
。

◎
中
野
第
一
小
学
校
六
年
二
組
が
当
山
に
て
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
開
催

　

去
る
三
月
四
日
（
土
）、
五
日
（
日
）、
中
野
区
立
中
野
第

一
小
学
校
六
年
二
組
の
児
童
の
皆
さ
ん
の
企
画
で
、
当
山
と

宝
仙
寺
様
を
会
場
に
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
総
合
の
学
習
の
授
業
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も

◎
玄
関
前
に
竹
垣
完
成

　

箱
根
植
木
さ
ん
に
よ
り
、
玄
関
前

に
新
た
に
竹
垣
が
完
成
し
ま
し
た
。

檀
信
徒
の
皆
様
へ
　
万
が
一
ご
不
幸
が
あ
っ
た
際
の
お
願
い

　
ご
葬
儀
の
導
師
を
勤
め
る
住
職
の
体
力
を
鑑
み
、
式
は
で
き
る

限
り
成
願
寺
に
て
執
り
行
う
よ
う
お
話
し
し
て
い
ま
す
。

　
ま
ず
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

観音堂の前で、スタンプを押す子ども
たち。

成願寺 5 カ所、宝仙寺 5 カ所で押して
完成。成願寺はだるま、宝仙寺様は臼
塚のモチーフ。


