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あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
日
々
の
慌
た
だ
し
さ
か
ら
解
放
さ
れ
、
安
堵
の
中
で
新
年
を
迎

え
ら
れ
る
幸
せ
を
実
感
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
他
方
、
目
を
世
情
に
転
ず
れ
ば
、
現
在
も
戦
火
に
追
わ
れ
苦

し
ん
で
い
る
方
々
が
、
な
ん
と
多
い
こ
と
か
と
心
が
痛
み
ま
す
。

そ
ん
な
悲
し
い
話
を
耳
に
す
る
度
、
宗
祖
伝
教
大
師
の
お
言
葉

を
思
い
出
し
ま
す
。

「
怨
み
を
も
っ
て
怨
み
報
ぜ
ば
怨
み
息
ま
ず
。
徳
を
も
っ
て
怨
み

に
報
ぜ
ば
怨
み
す
な
わ
ち
尽
く
」（
ご
遺
誡
）

　
こ
れ
は
「
怨
み
に
対
し
て
怨
み
で
返
せ
ば
際
限
は
な
い
。
し

か
し
徳
で
返
せ
ば
怨
み
は
終
わ
る
の
だ
」
と
い
う
意
味
で
す
。

　
で
は
徳
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
れ
は
伝
教
大
師
の
お
示
し
に
な
っ
た
「
忘
己
利
他
」
の
精

神
で
す
。「
人
に
怨
ま
れ
た
ら
、
優
し
い
気
持
ち
で
赦
し
て
あ
げ

て
、
慈
悲
の
心
で
尽
く
し
て
あ
げ
な
さ
い
」
と
言
っ
て
お
ら
れ

ま
す
。

　
ま
た
、
大
無
量
寿
経
に
「
和
顔
愛
語
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り

ま
す
。「
お
だ
や
か
な
顔
と
思
い
や
り
の
あ
る
話
し
方
で
人
に
接

し
な
さ
い
」
と
い
う
教
え
で
す
。

　
人
づ
き
あ
い
の
際
は
こ
の
「
和
顔
愛
語
」
を
忘
れ
な
い
こ
と

が
肝
要
で
す
が
、
そ
れ
で
も
行
き
違
い
が
あ
り
、
も
し
も
怨
ま

れ
て
し
ま
っ
た
ら
、「
忘
己
利
他
」
の
精
神
で
お
付
き
合
い
し
て

い
く
こ
と
が
大
事
で
す
ね
。

　
戦
争
に
限
ら
ず
、
我
々
の
日
常
生
活
の
中
で
も
、
同
様
な
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
つ
い
こ
の
「
怨
み
」
を
報
復
的
な

行
動
で
返
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。

　
そ
ん
な
時
こ
そ
伝
教
大
師
の
お
言
葉
を
思
い
返
し
、
慈
悲
の

心
で
受
け
止
め
て
み
て
く
だ
さ
い
、
不
思
議
と
怨
み
は
息
ん
で

い
く
と
思
い
ま
す
。

知
行
院
住
職
　
坂
本
観
泰

ご
あ
い
さ
つ

（１）
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聞
き
手　
一
周
忌
と
か
三
回
忌
な
ど
法
事
が
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
時
に
ど
ん
な
お
経
を
読
ん
で
い
る

の
で
す
か
。

住
職
　
天
台
宗
で
は
、
一
周
忌
な
ど
の
法
事
の
時

に
、
主
に
法
華
経
の
寿
量
品
と
い
う
お
経
を
読
み

ま
す
。

　
法
華
経
は
、
お
釈
迦
さ
ま
が
衆
生
を
導
く
た
め

に
説
い
た
、
大
乗
仏
教
の
代
表
的
な
お
経
で
す
。

　
法
華
経
に
は
、
二
十
八
の
品
（
章
）
が
あ
り
、

寿
量
品
は
そ
の
十
六
番
目
に
あ
た
り
、
正
式
に
は

如
来
寿
量
品
と
言
い
ま
す
。

　
お
経
と
言
う
と
難
し
い
と
い
う
印
象
が
あ
る
と

思
い
ま
す
が
、
法
華
経
は
そ
の
中
に
た
く
さ
ん
の

物
語
が
語
ら
れ
、
そ
の
物
語
を
通
し
て
法
を
説
く

と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
い
ま
す
。

聞
き
手　
そ
の
寿
量
品
に
は
、
ど
ん
な
こ
と
が
説

か
れ
て
い
る
の
で
す
か
？

住
職
　
寿
量
品
の
中
で
説
か
れ
て
い
る
の
は
、
仏

の
寿
命
は
不
生
不
滅
で
あ
り
、
お
釈
迦
さ
ま
は
久

遠
実
成
の
本
仏
だ
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
仏
の
命

は
永
遠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
肉
体
を
持
っ
た
お
釈
迦
さ
ま
は
亡
く
な
っ
た
こ

と
に
な
っ
て
い
る
け
ど
、
本
当
は
ず
っ
と
存
在
し

第
十
二
回
　
法
事
と
法
華
経
方
便
品

教
え
て
、
住
職
さ
ん
！

て
い
て
、
法
を
説
き
続
け
て
い
る
の
だ
と
書
か
れ

て
い
ま
す
。
仏
さ
ま
は
亡
く
な
っ
た
姿
を
私
た
ち

衆
生
に
見
せ
る
こ
と
で
、
供
養
の
心
、
教
え
を
求

め
る
心
を
起
こ
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
と
、
と
い

う
こ
と
で
す
。

　
お
釈
迦
さ
ま
が
亡
く
な
っ
た
の
は
、
衆
生
を
正

し
い
悟
り
に
導
く
た
め
の
方
便
だ
と
さ
れ
て
い
る

の
で
す
。

聞
き
手　
方
便
で
す
か
？

住
職
　
そ
う
で
す
ね
。
寿
量
品
に
は
、
さ
ら
に
良

薬
治
子
の
喩た

と

え
と
い
う
物
語
が
書
か
れ
て
い
ま

す
。

　
あ
る
と
こ
ろ
に
名
医
の
男
が
い
ま
し
た
。
男
に

は
た
く
さ
ん
の
子
ど
も
が
い
ま
し
た
が
、
留
守
中

に
、
子
ど
も
達
が
誤
っ
て
毒
薬
を
飲
ん
で
し
ま
い

ま
し
た
。
男
は
家
に
帰
っ
て
子
ど
も
た
ち
が
苦
し

む
姿
を
見
て
、
す
ぐ
に
薬
草
を
調
合
し
、
飲
ま
せ

よ
う
と
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
毒
で
苦
し
ん
で
い

て
、
正
常
な
精
神
状
態
で
な
い
子
ど
も
た
ち
は
、

ど
う
し
て
も
薬
草
を
飲
も
う
と
し
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
男
は
、
一
計
を
案
じ
ま
す
。
家
を
出
て

他
国
に
向
か
い
、「
父
は
死
ん
だ
」
と
い
う
知
ら

せ
を
子
ど
も
達
に
届
け
さ
せ
ま
し
た
。

　
す
る
と
父
の
死
の
知
ら
せ
を
聞
い
て
、
悲
し

み
の
あ
ま
り
子
ど
も
達
は
目
を
覚
ま
し
ま
す
。

そ
し
て
正
常
な
精
神
状
態
に
な
っ
た
子
ど
も
達

は
、
父
の
調
合
し
た
薬
草
を
飲
ん
で
、
毒
の
苦

し
み
か
ら
救
わ
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
男
は
、

家
に
帰
り
、
病
の
癒
え
た
子
ど
も
達
と
再
会
す

る
と
い
う
話
で
す
。

　
父
親
が
亡
く
な
っ
た
と
、
方
便
で
騙
し
て
薬

を
飲
ま
せ
、
子
ど
も
達
を
救
っ
た
と
い
う
物
語

で
す
。

　
お
釈
迦
さ
ま
も
ま
た
こ
の
喩
え
の
よ
う
に
、

苦
し
む
人
々
を
救
う
た
め
、
こ
の
世
か
ら
姿
を

消
し
て
、
仏
を
求
め
る
気
持
ち
を
呼
び
起
こ
し

て
い
る
の
で
す
。

聞
き
手　
寿
量
品
に
は
、
そ
う
し
た
物
語
が
書

か
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。

住
職
　
法
事
を
行
う
こ
と
は
、
ご
遺
族
の
方
々

が
功
徳
を
積
む
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
法
事
で

功
徳
を
積
む
こ
と
は
、
故
人
に
い
た
だ
い
た
ご

恩
に
報
い
る
唯
一
の
手
段
だ
と
言
っ
て
も
い
い

で
し
ょ
う
。

　
お
経
を
読
む
こ
と
、
法
華
経
寿
量
品
を
読
む

こ
と
も
や
は
り
功
徳
を
積
む
こ
と
に
つ
な
が
り

ま
す
。
恩
を
感
じ
て
い
る
人
こ
そ
、
心
を
込
め

て
読
誦
し
て
く
だ
さ
い
。

　
法
事
の
際
に
は
、
お
経
の
本
を
用
意
し
て
い

ま
す
の
で
、
そ
れ
を
手
に
取
り
、
で
き
る
だ
け

声
に
出
し
て
お
経
を
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
。

お
寺
の
こ
と
、
仏
教
の
こ
と
で
、
知
っ
て
い
る
よ
う
で
よ
く
解
ら
な
い
こ
と
を
、
ご
住
職
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

し
て
教
え
て
い
た
だ
き
ま
す
。
第
十
一
回
目
は
、
法
事
と
法
華
経
方
便
品
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
聞
き
手
　
編
集
担
当
　
薄
井
秀
夫
）

（２）
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に
つ
い
て
も
、

改
め
て
世
界

か
ら
注
目
さ

れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
、

日
本
の
仏
教

の
み
な
ら
ず
、

思
想
や
文
化

を
理
解
し
て

も
ら
う
こ
と

と
、
国
際
的

な
相
互
理
解

の
た
め
に
、

積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と

い
う
気
運
が
高
ま
り
ま
し
た
。
当
時
天
台
宗
宗
議

会
議
長
で
あ
っ
た
故
羽
場
慈
温
大
僧
正
ら
が
中
心

と
な
っ
て
、
ま
ず
東
西
文
化
の
接
点
で
あ
る
ハ
ワ

イ
に
別
院
を
開
設
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ

の
ハ
ワ
イ
別
院
初
代
住
職
に
荒
了
寛
師
が
任
命
さ

れ
一
九
七
三
年
十
一
月
二
十
五
日
に
当
時
の
天
台

座
主
猊
下
菅
原
栄
海
大
僧
正
御
親
修
の
も
と
に
開

院
式
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。

　
荒
了
寛
師
が
渡
米
前
、
狛
江
明
静
院
内
に
居
を

構
え
て
お
ら
れ
た
事
も
あ
り
、
先
々
代
観
雄
大
僧

正
と
荒
住
職
と
は
親
交
が
あ
り
、
翌
年
の
開
創
一

周
年
記
念
法
要
に
は
多
く
の
檀
家
さ
ん
と
共
に
ハ

ワ
イ
を
訪
れ
参
拝
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
参
拝
記

念
と
し
て
寄
付
さ
れ
た
賽
銭
箱
は
今
も
本
堂
正
面

に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
現
在
も
円
安
が
取
沙
汰
さ

れ
て
い
ま
す
が
、当
時
は
一
ド
ル
三
百
円
の
時
代
、

相
当
高
額
な
参
拝
で
あ
っ
た
と
想
像
は
容
易
い
で

す
が
、
お
帰
り
に
な
っ
た
時
の
先
々
代
の
お
顔
と

大
量
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
は
当
時
小
学
生
だ
っ
た
住

職
の
脳
裏
に
今
で
も
焼
き
付
い
て
い
ま
す
。

法
華
大
会
広
学
竪
義
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
　

　
比
叡
山
延
暦
寺
に
お
い
て
、
五
年
一
会
で
行
わ

れ
る
天
台
宗
随
一
の
古
儀
の
法
会
「
法ほ
っ
け華
大だ

い
え会
公こ

う

学が
く

竪り
ゅ
う
ぎ義

」
が
、
令
和
五
年
十
月
一
日
よ
り
六
日
ま

で
、
六
会
に
わ
た
り
大
講
堂
に
お
い
て
厳
修
さ
れ

住
職
も
延
暦
寺
一
山
住
職
と
し
て
法
華
十
講
と
広

学
竪
義
に
出
仕
い
た
し
ま
し
た
。

　
こ
の
法
会
は
、
天
皇
陛
下
の
お
代
理
で
あ
る
天

皇
使
が
ご
登
山
さ
れ
、
ご
聴
聞
に
な
る
の
で
、
古

来
よ
り
「
勅ち
ょ
く
え会
」
と
称
し
、
無
量
義
経
一
巻
、
妙

法
蓮
華
経
八
巻
、
観
普
賢
経
一
巻
の
法
華
三
部
経

あ
わ
せ
て
十
巻
に
つ
い
て
の
論
義
を
行
う
「
法
華

十
講
」
と
、
十
講
終
了
後
に
夜や

ぎ儀
と
呼
ば
れ
る
夜

を
徹
し
て
行
わ
れ
る
「
広
学
竪
義
」
と
の
ふ
た
つ

の
大
き
な
行
事
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

天
台
宗
ハ
ワ
イ
別
院
五
十
周
年
記
念
法
要

厳
修
さ
れ
る

　
令
和
五
年
十
一
月
二
十
五
日
、
天
台
宗
ハ
ワ
イ

別
院（
ハ
ワ
イ
州
ホ
ノ
ル
ル
市
ジ
ャ
ッ
ク
レ
ー
ン
）

に
於
い
て
ハ
ワ
イ
別
院
開
創
五
十
周
年
記
念
法
要

並
び
に
ハ
ワ
イ
別
院
第
三
代
田
中
祥
順
住
職
の
晋

山
奉
告
法
要
が
、
國
内
外
か
ら
百
二
十
名
の
ご
臨

席
の
も
と
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
夕
刻
か
ら

は
シ
ェ
ラ
ト
ン
・
プ
リ
ン
セ
ス
・
カ
イ
ウ
ラ
ニ
ホ

テ
ル
に
て
成
大
に
披
露
バ
ー
テ
ィ
ー
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

　
住
職
は
天
台
宗
海
外
事
業
団
評
議
委
員
と
し
て

招
待
を
受
け
式
典
、
披
露
宴
共
に
参
列
い
た
し
ま

し
た
。

　
天
台
宗
ハ
ワ
イ
別
院
は
、
一
九
七
三
年
十
一
月

二
十
五
日
に
開
設
さ
れ
ま
し
た
。                  

　
当
時
既
に
、
日
本
人
移
民
と
共
に
渡
っ
て
き
た

浄
土
宗
、
浄
土
真
宗
、
曹
洞
宗
、
日
蓮
宗
、
真
言

宗
な
ど
の
諸
宗
派
は
、ハ
ワ
イ
で
の
開
教
八
十
年
、

九
十
年
の
歴
史
を
持
ち
、
檀
家
制
度
の
中
そ
れ
ぞ

れ
独
自
に
信
仰
を
広
め
て
い
ま
し
た
。

　
太
平
洋
戦
争
に
よ
っ
て
、
一
時
寺
院
活
動
を
中

断
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
と
な
り
ま
し
た
が
、
戦

争
が
終
わ
り
、
日
本
も
敗
戦
の
打
撃
か
ら
立
ち

直
り
、
経
済
発
展
と
と
も
に
日
本
の
思
想
や
文
化

ハワイ別院での記念法要
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法
華
大
会
五
巻
日
（
中
日
）
で
あ
る
十
月
四
日

は
天
皇
使
を
迎
え
て
「
大
行
道
」、
ま
た
探
題
、

已
講
、
天
皇
使
の
三
者
が
殿
上
輿
に
乗
り
三
方
か

ら
出
会
い
入
堂
す
る
「
三
方
の
出
会
い
」、
さ
ら

に
十
歳
前
後
の
子
ど
も
僧
が
論
義
を
披
露
す
る

「
稚
児
番
論
義
」
な
ど
平
安
の
王
朝
絵
巻
き
な
が

ら
に
大
行
事
が
繰
り
広
げ
ら
れ
ま
す
。

　
特
に
「
大だ
い
ぎ
ょ
う
ど
う

行
道
」
は
、
法
華
十
講
に
お
け
る
第

五
巻
提
婆
達
多
品
の
論
義
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
、

正
装
し
た
多
く
の
高
僧
約
五
十
名
が
威い

ぎ

し
儀
師
と
従

じ
ゅ
う

儀ぎ

し師
に
先
導
さ
れ
て
散
華
と
法
華
讃
嘆
と
い
う
独

特
の
声
明
を
唱
え
な
が
ら
大
講
堂
の
周
囲
を
行
道

し
ま
す
。
住
職
は
散
華
師
と
し
て
堂
内
に
残
り
、

マ
イ
ク
の
前
で
こ
の
声
明
を
唱
え
そ
の
声
は
境
内

に
響
い
て
い
た
そ
う
で
す
。

　
ま
た
、
春
か
ら
比
叡
山
に
籠
山
修
行
を
し
て
い

る
観
嶺
君
も
取と
り
も持

ち
と
い
う
お
役
で
黒
子
と
し

て
、
広
学
竪
義
の
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
。
　山

門
に
続
く
小
径
を
つ
く
り
ま
し
た

　
知
行
院
で
は
元
来
、
葬
儀
を
終
え
て
埋
葬
さ
れ

る
ご
遺
骨
は
、
山
門
を
通
っ
て
本
堂
に
て
迎
葬
を

執
行
後
、
墓
所
に
お
納
め
し
、
親
族
は
路
を
改
め

再
度
山
門
を
通
っ
て
昇
堂
し
て
初
七
日
法
要
を
厳

修
す
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　
平
成
の
大
改
修
時
に
山
門
を
移
動
し
、
ま
た

砂
利
を
し
い
た
の
で
皆
様
に
は
ご
不
便
を
お
か

け
し
て
お
り
ま
し
た
。
こ
の
度
境
内
か
ら
山
門
へ

の
ル
ー
ト
を

踏
石
を
敷
い

て
つ
く
り
ま

し
た
の
で
ご

利
用
く
だ
さ

い
。

　
尚
、
四
十

九
日
に
埋
葬

さ
れ
る
方
も
駐
車
場
か
ら
直
接
書
院
・
本
堂
に
上

が
る
の
で
は
な
く
ご
遺
骨
だ
け
で
も
山
門
か
ら
改

め
て
お
入
り
く
だ
さ
い
。
　

　
現
本
堂
の
落
慶
記
念
に
旧
本
堂
の
天
井
板

に
印
し
お
配
り
し
ま
し
た
の
で
、
見
覚
え
の

あ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
。

　
道
心
と
は
真
実
を
求
め
る
意
思
で
あ
り
、

仏
教
を
学
び
実
践
す
る
心
を
さ
し
、
衣
食
と

は
、
衣
食
住
の
生
活
環
境
の
こ
と
で
す
。

　
道
を
求
め
て
努
力
を
重
ね
る
向
上
心
が
あ

れ
ば
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
の
に
必
要
な

衣
食
住
は
お
の
ず
と
つ
い
て
く
る
。
一
方
、

衣
食
住
に
執
着
し
、
ぜ
い
た
く
三
昧
の
生
活

を
志
向
す
る
人
は
、
私
欲
に
心
が
奪
わ
れ
て

仕
事
も
な
お
ざ
り
と
な
り
、
道
を
求
め
自
分

を
高
め
よ
う
と
す
る
心
は
起
き
て
こ
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。

第三夜の門者をつとめる坂本住職（左）

「
道
心
の
中
に
衣
食
あ
り
、

         

衣
食
の
中
に
道
心
な
し
」

　
　
　
　

 　
　

伝
述
一
心
戒
文　

僧
最
澄　

名
僧
の
一
言


