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◆
前
住
職
は
、
明
治
四
十
二

年
一
月
六
日
生
ま
れ
で
、
平

成
五
年
四
月
十
日
に
八
十

五
歳
で
往
生
い
た
し
ま
し

た
。
明
治
・
大
正
・
昭
和
・

平
成
と
日
本
の
四
つ
の
激

動
の
時
代
を
、
お
同
行
の
皆

様
と
共
に
生
き
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。 

◆
そ
の
中
で
、
昭
和
二
年
二

月
九
日
に
大
雪
の
た
め
庫

裏
が
崩
壊
し
、
両
親
と
四
人

の
弟
妹
を
亡
く
す
と
い
う

悲
惨
な
目
に
あ
っ
て
お
り

ま
す
。
ま
た
太
平
洋
戦
争
に

は
兵
役
に
と
ら
れ
、
祖
父
に

寺
を
託
す
と
い
う
つ
ら
い

思
い
も
い
た
し
ま
し
た
。 

◆
戦
後
は
、
昭
和
三
十
七
年

に
親
鸞
聖
人
七
〇
〇
回
大

遠
忌
を
つ
と
め
、
ま
た
台
所

や
庫
裏
の
建
て
替
え
等
、
当

院
の
護
持
発
展
に
尽
く
さ

れ
ま
し
た
。
八
十
五
歳
と
い

う
長
い
生
涯
を
寺
一
筋
に

歩
み
、
お
同
行
の
皆
様
に
は

大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し

た
。 

◆
前
住
職
の
苦
労
を
偲
ぶ

と
共
に
、
お
念
仏
相
続
の
思

い
を
新
た
に
い
た
し
た
い

と
存
じ
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
誘

い
合
わ
せ
お
参
り
下
さ
い
。 

前
住
職 

善
勝
院
釋
一
彦 

十
七
回
忌
法
要
の
ご
案
内 

５
月

16
日(

土)

午
前

10
時
よ
り 

 

法
話 

大
野 

専
福
寺
様 

 法
要
後
お
と
き
を
用
意
い
た
し
ま
す 

 

お
誘
い
合
わ
せ
多
数
ご
参
詣
下
さ
い 

ま
す
よ
う
ご
案
内
致
し
ま
す 
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親
鸞
聖
人
の
ご
生
涯(

ご
流
罪) 

  

浄
土
宗
の
独
立 

 

法
然
上
人
の
明
ら
か
に
さ
れ
た
、
善
人
も
悪
人

も
「
た
だ
念
仏
一
つ
」
で
救
わ
れ
る
と
い
う
専
修

念
仏
の
み
教
え
は
、
教
え
の
分
か
り
易
さ
と
法
然

上
人
の
情
熱
及
び
そ
の
円
満
な
人
柄
に
よ
っ
て
、

い
つ
し
か
数
多
く
の
人
た
ち
に
感
化
を
与
え
て
い

く
こ
と
な
り
ま
し
た
。
仏
法
と
は
無
縁
の
も
の
と

さ
れ
て
い
た
庶
民
を
は
じ
め
、
僧
や
貴
族
、
武
士

な
ど
が
と
も
に
一
つ
の
念
仏
に
和
す
僧
伽
（
サ
ン
ガ
）

が
出
現
し
て
い
た
の
で
す
。
お
念
仏
の
み
教
え
は

イ
ン
ド
、
中
国
、
日
本
と
伝
来
し
、
法
然
上
人
以

前
に
も
説
か
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
各
宗
派

の
教
義
の
一
部
分
と
し
て
説
か
れ
、
そ
れ
は
母
屋

の
ひ
さ
し
を
借
り
る
よ
う
な
状
態
で
し
た
。
実
際

法
然
上
人
や
親
鸞
聖
人
が
若
い
日
修
行
に
励
ん
だ

比
叡
山
に
お
い
て
は
、
朝
に
題
目
、
夕
に
念
仏
と

い
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
お
浄
土
や
仏
さ
ま
を

思
い
う
か
べ
る
観
想
や
観
念
の
念
仏
で
し
た
。
念

仏
は
ど
こ
ま
で
も
各
宗
派
に
宿
を
借
り
た
状
態
で
、

こ
れ
を
寓
宗
（
ぐ
う
し
ゅ
う
）

と
い
い
ま
す
。 

 

し
か
し
法
然
上
人
は
「
選
択
集
」
に
お
い
て
浄

土
宗
の
独
立
を
宣
言
さ
れ
、
そ
の
中
で 

そ
れ
速
（
す
み
）

や
か
に
生
死
を
離
れ
ん
と
欲

わ
ば
、
二
種
の
勝
法
（
し
ょ
う
ぼ
う
）

の
中
、
し

ば
ら
く
聖
道
門
を
さ
し
お
き
て
選
び
て
浄
土

門
に
入
れ
。 

浄
土
門
に
入
ら
ん
と
欲
わ
ば
、
正
雑
（
し
ょ
う

ぞ
う
）

二
行
の
中
に
、
し
ば
ら
く
も
ろ
も
ろ
の

雑
行
（
ぞ
う
ぎ
ょ
う
）

を
抛
（
な
げ
う
）

ち
て
、
選

び
て
正
行
（
し
ょ
う
ぎ
ょ
う
）

に
帰
す
べ
し
。 

と
示
さ
れ
た
の
で
す
。
す
な
わ
ち
仏
教
を
自
力
聖

道
（
し
ょ
う
ど
う
）

門
と
他
力
浄
土
門
に
分
け
ら
れ
、

末
法
五
濁
の
世
に
あ
っ
て
は
自
力
聖
道
門
で
は
救

わ
れ
な
い
と
し
て
他
力
浄
土
門
を
選
び
と
ら
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
浄
土
門
に
お
い
て
も
お
念
仏
を
正

行
と
し
て
、
他
の
行
を
我
執
で
汚
さ
れ
た
雑
行
と

し
て
切
り
捨
て
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
こ
に
専
修
念

仏
の
教
え
は
法
然
上
人
に
お
い
て
、
当
時
あ
っ
た

八
宗
か
ら
独
立
し
て
浄
土
宗
と
し
て
歩
み
は
じ
め

た
の
で
す
。 

 

比
叡
山
の
警
告
と
七
ヶ
条
制
誡
（
せ
い
か
い
） 

 

親
鸞
聖
人
の
吉
水
で
の
ひ
た
む
き
の
求
法
研
鑽

と
は
反
対
に
、
こ
の
こ
ろ
の
世
情
は
騒
然
と
し
て

き
ま
し
た
。
平
家
を
滅
ぼ
し
て
鎌
倉
に
開
か
れ
た

幕
府
で
は
、
頼
朝
の
急
死
に
よ
っ
て
早
く
も
内
紛

が
始
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
一
方
京
都
で
は
法
然
上

人
の
浄
土
宗
の
独
立
に
よ
っ
て
、
い
よ
い
よ
お
念

仏
が
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
て
、
み
教
え
を
曲
解
し

「
淫
・
酒
・
食
肉
」
を
い
た
ず
ら
に
勧
め
る
者
や
、

お
念
仏
さ
え
称
え
れ
ば
何
を
し
て
も
よ
い
と
い
う

「
造
悪
無
碍
（
ぞ
う
あ
く
む
げ
）
」
の
者
ま
で
も
現
れ
、

社
会
を
乱
す
こ
と
と
も
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
親
鸞
聖
人
三
十
二
歳
の

冬
、
専
修
（
せ
ん
じ
ゅ
）

念
仏
の
広
が
り
と
、
法
然
上

人
の
名
声
を
ね
た
む
南
都
、
北
嶺
の
伝
統
教
団
の

う
ち
、
ま
ず
北
嶺
の
比
叡
山
が
「
専
修
念
仏
に
名

を
か
り
、
本
願
に
事
を
よ
せ
て
放
逸
の
わ
ざ
を
な

す
も
の
多
か
り
け
り
」
と
法
然
上
人
と
そ
の
門
弟

た
ち
の
行
動
が
も
は
や
黙
視
で
き
な
い
と
し
て
、

法
然
上
人
の
吉
水
教
団
に
対
し
て
厳
し
い
警
告
を

し
て
き
た
の
で
し
た
。
当
時
の
比
叡
山
は
武
装
し

た
僧
兵
た
ち
を
か
か
え
、
後
日
河
法
皇
を
し
て
「
鴨

河
の
水
、
双
六
の
賽
（
さ
い
）
、
山
法
師
」
の
三
つ
だ

け
は
自
分
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
ぬ
と
歎
か
せ
た
ほ

ど
権
力
を
も
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
気
に
な
れ

ば
吉
水
の
草
庵
を
打
ち
壊
す
こ
と
ぐ
ら
い
簡
単
な

こ
と
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
警
告
を
受
け
る
や
法

然
上
人
は
す
ぐ
さ
ま
門
弟
た
ち
に
自
重
を
促
し
、

七
箇
条
か
ら
な
る
禁
止
事
項
を
示
し
た
「
七
箇
条

の
制
誡
」
を
提
示
し
、
更
に
門
弟
た
ち
に
署
名
を

求
め
、
総
勢
百
八
十
九
人
の
門
弟
が
署
名
し
て
、

天
台
座
主
に
提
出
さ
れ
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
も
「
僧

綽
空
（
し
ゃ
っ
く
う
）
」
の
名
で
八
十
六
番
目
に
署
名

を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
法
然
上
人
の
対
応
に
対
し

て
、
時
の
関
白
で
法
然
上
人
に
帰
依
し
て
い
た
九

条
兼
実
（
か
ね
ざ
ね
）

の
働
き
か
け
と
庇
護
も
あ
り
、

比
叡
山
は
一
応
は
納
得
し
、
吉
水
教
団
は
事
な
き

を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。 

 

興
福
寺
奏
状
（
こ
う
ふ
く
じ
そ
う
じ
ょ
う
） 

 

比
叡
山
の
弾
圧
が
落
ち
つ
い
た
の
も
つ
か
の
間
、

今
度
は
南
都
、
奈
良
の
伝
統
仏
教
の
一
大
勢
力
で
あ

る
興
福
寺
も
ま
た
法
然
上
人
の
専
修
念
仏
に
対
し
て
、

ま
こ
と
に
厳
し
い
批
判
を
展
開
し
て
き
ま
し
た
。
比

叡
山
に
よ
る
警
告
の
あ
っ
た
翌
年
（
元
久
二
年
の
秋
）

ち
ょ
う
ど
親
鸞
聖
人
が
法
然
上
人
か
ら
「
選
択
集
」

の
書
写
を
許
さ
れ
、
さ
ら
に
上
人
の
肖
像
を
写
し
終

わ
っ
て
い
た
頃
の
こ
と
で
す
が
、
興
福
寺
の
学
僧
・

解

脱

房

貞

慶

（

げ

だ

つ

ぼ

う

じ

ょ
う
け
い
）

が
筆

を
執
っ
て
九
ヶ

条
に
及
ぶ
問
題

点
を
あ
げ
て
、

専
修
念
仏
の
禁

止
と
法
然
上
人

を
は
じ
め
と
す 
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る
専
修
念
仏
の
中
心
人
物
の
処
罰
を
朝
廷
に
訴
え

出
た
の
で
す
。
こ
の
告
発
状
が
「
興
福
寺
奏
状
」

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
ま
た
伝
統
教
団
の
総
意
で

あ
る
と
い
う
意
味
で
「
八
宗
同
心
の
訴
訟
」
と
も

い
わ
れ
て
い
ま
す
。「
興
福
寺
奏
状
」
が
指
摘
し
て

い
る
九
つ
の
過
失
は
次
の
通
り
で
す
。 

第
一
、
新
宗
を
立
つ
る
失 

第
二
、
新
像
を
図
す
る
失 

第
三
、
釈
尊
を
軽
ん
ず
る
失 

第
四
、
万
善
を
妨
げ
る
失 

第
五
、
霊
神
に
背
く
失 

第
六
、
浄
土
に
暗
き
失 

第
七
、
念
仏
を
誤
る
失 

第
八
、
釈
衆
を
損
ず
る
失 

第
九
、
国
土
を
乱
る
失 

こ
の
奏
状
の
内
容
を
み
ま
す
と
、
当
時
の
伝
統
教

団
は
国
家
と
一
体
で
あ
っ
た
の
で
す
。
一
宗
を
開

く
に
は
朝
廷
の
勅
許
（
天
皇
の
許
可
）
が
必
要
で

あ
り
、
法
然
上
人
の
浄
土
宗
は
勅
許
を
得
ず
に
開

宗
し
て
い
る
と
批
判
し
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
最

後
の
「
国
土
を
乱
る
失
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

も
し
法
然
上
人
の
専
修
念
仏
の
主
張
を
許
す
な
ら

ば
当
時
の
仏
教
界
全
体
と
国
家
の
体
制
を
認
め
よ

う
と
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
国
家
の
存
立
そ

の
も
の
が
脅
か
さ
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
す
。 

「
興
福
寺
奏
状
」
が
提
出
さ
れ
た
二
ヶ
月
後
の
元

久
二
年
十
二
月
、
朝
廷
は
専
修
念
仏
の
遍
執
は
禁

ず
る
が
罪
科
に
は
処
さ
れ
な
い
と
の
宣
旨
を
下
し

ま
し
た
が
、
興
福
寺
は
納
得
せ
ず
、
再
度
の
強
訴

に
よ
っ
て
法
然
上
人
は
や
む
な
く
お
弟
子
の
行
空

を
破
門
し
て
ひ
と
ま
ず
落
ち
着
き
を
見
せ
た
の
で

し
た
。 

 

無
実
の
風
聞 

 

専
修
念
仏
の
禁
断
を
め
ぐ
る
慌
し
い
動
き
が
続

く
中
、
都
に
あ
る
風
聞
が
流
れ
事
態
は
急
変
し
ま

す
。
当
時
阿
弥
陀
信
仰
が
盛
ん
に
な
る
と
、
熊
野

が
弥
陀
や
観
音
の
補
陀
落
（
ふ
だ
ら
く
）

浄
土
と
信
じ

ら
れ
、
熊
野
参
詣
が
流
行
し
、
天
皇
を
は
じ
め
上

皇
や
庶
民
に
至
る
ま
で
数
多
く
の
人
が
参
詣
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
宣
旨
が
下
さ
れ
た
翌
年

の
元
久
三
年
、
後
鳥
羽
上
皇
が
熊
野
行
幸
（
ぎ
ょ
う

こ
う
）

に
旅
立
た
れ
ま
す
。
そ
の
留
守
中
に
事
件
は

起
き
ま
し
た
。
上
皇
の
寵
愛
を
受
け
る
松
虫
、
鈴

虫
の
二
人
の
女
官
が
夜
ひ
そ
か
に
宮
中
を
ぬ
け
出

し
、
法
然
上
人
の
お
弟
子
の
安
楽
房
と
住
蓮
房
が

東
山
の
鹿
ヶ
谷
で
開
く
別
時
念
仏
会
に
参
詣
し
、

世
を
は
か
な
ん
で
出
家
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の

で
す
。
別
時
念
仏
と
は
善
導
大
師
の
表
さ
れ
た
往

生
礼
讃
（
ら
い
さ
ん
）

を
昼
夜
六
時
（
晨
朝
（
じ
ん
ち
ょ

う
）
、
日
中
、
日
没
、
初
夜
、
中
夜
、
後
夜
）
に
分

け
て
節
を
つ
け
て
唱
え
る
も
の
で
す
が
、
住
蓮
、

安
楽
は
特
に
美
声
の
持
ち
主
で
、
そ
の
唱
え
る
念

仏
は
有
難
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
事

が
後
鳥
羽
上
皇
の
逆
鱗
に
ふ
れ
状
況
が
一
変
し
て

し
ま
う
の
で
す
。 

 

承
元
（
じ
ょ
う
げ
ん
）

の
法
難 

 

こ
の
事
件
が
直
接
の
原
因
と
な
り
、
翌
年
の
承

元
元
年
二
月
つ
い
に
興
福
寺
奏
状
が
取
り
上
げ
ら

れ
、
法
然
上
人
を
は
じ
め
吉
水
教
団
の
門
弟
た
ち

に
厳
し
い
処
罪
が
下
さ
れ
、
専
修
念
仏
停
止
（
ち
ょ

う
じ
）

の
宣
旨
が
下
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
住
蓮

房
と
安
楽
房
以
下
四
人
に
死
罪
の
処
罰
が
下
さ
れ

六
条
河
原
で
斬
首
、
法
然
上
人
、
親
鸞
聖
人
以
下

八
人
に
遠
流
の
処
罰
が
下
さ
れ
た
の
で
す
。
こ
れ

が
「
承
元
の
法
難
」
と
い
わ
れ
る
念
仏
弾
圧
で
あ

り
ま
す
。 

 

当
時
は
出
家
を
罰
す
る
場
合
、
ひ
と
度
還
俗
さ

せ
て
処
罰
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
七
十
五
歳
の

法
然
上
人
は
藤
井
元
彦
と
い
う
俗
名
を
与
え
ら
れ

て
、
土
佐
国
（
高
知
県
）
に
、
三
十
五
歳
の
親
鸞

聖
人
は
藤
井
善
信
の
俗
名
を
与
え
ら
れ
、
越
後
国

（
新
潟
県
）
に
流
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

流
罪
に
は
京
都
か
ら
の
距
離
に
よ
っ
て
、
遠
流
、

中
流
、
近
流
の
三
通
り
が
あ
り
、
遠
流
は
極
刑
、

大
よ
そ
千
里
以
上
の
地
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
親

鸞
聖
人
は
は
じ
め
死
罪
の
宣
告
を
受
け
た
が
、
九

条
兼
実
の
は
か
ら
い
に
よ
り
罪
を
軽
減
さ
せ
ら
れ

流
罪
に
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
四
人
の

僧
侶
の
首
を
撥
ね
、
八
人
を
流
罪
に
す
る
と
い
う

「
承
元
の
法
難
」
は
日
本
の
精
神
史
の
上
に
お
い

て
、
こ
れ
ほ
ど
ひ
ど
い
弾
圧
は
例
を
み
な
い
の
で

す
。 こ

の
法
難
に
対
し
て
親
鸞
聖
人
は
、
後
に
な
っ

て
そ
の
主
著
「
教
行
信
証
」
の
後
序
に
激
し
い
憤

り
を
こ
め
な
が
ら
も
淡
々
と
記
し
て
お
ら
れ
ま
す
。 

竊
（
ひ
そ
）

か
に
以
（
お
も
）

ん
み
れ
ば
、
聖
道

の
諸
教
は
久
し
く
廃
れ
、
浄
土
の
真
宗
は
証

道
い
ま
盛
な
り
、
し
か
る
に
諸
寺
の
釈
門
、

教
に
昏
（
く
ら
）

く
し
て
真
仮
の
門
戸
を
知
ら

ず
、
洛
都
の
儒
林
、
行
に
迷
う
て
邪
正
の
道

路
を
弁
（
わ
き
ま
）

う
る
こ
と
な
し 

こ
の
よ
う
な
悲
し
い
出
来
事
が
起
こ
る
の
は
、

聖
道
門
の
人
た
ち
が
、
こ
の
末
法
の
世
に
お
い
て

そ
の
教
え
が
「
す
で
に
時
を
失
し
機
に
乖
（
そ
む
）

け
る
」
と
い
う
事
実
に
無
目
覚
で
あ
り
、
当
時
の

学
者
や
文
化
人
が
真
実
の
教
え
が
何
で
あ
る
か
分

か
ら
ず
右
往
左
往
し
て
い
る
か
ら
だ
と
そ
の
原
因

を
え
ぐ
り
出
し
深
く
悲
歎
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ

り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
住
職
） 
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法
事
を
つ
と
め
て 

末
定 

重
臣
（
82
歳
） 

福
井
市
春
山
出
身 

川
崎
市
在
住 

 

三
十
三
回
忌 

昨
年
十
月
、
母
「
さ
を
」
の
三
十
三
回

忌
と
父
「
静
馬
」
の
年
忌
を
、
福
井
春
山

の
両
親
の
住
ん
で
い
た
ま
ま
の
拙
宅
に
西

雲
寺
の
御
前
を
お
招
き
し
て
供
養
さ
せ
て

頂
き
ま
し
た
。
我
々
縁
者
一
族
、
大
勢
が

久
し
振
り
に
集
ま
っ
て
、
故
人
を
偲
ぶ
と

共
に
、
皆
も
楽
し
く
賑
や
か
に
御
互
い
の

絆
の
深
さ
を
確
か
め
合
う
、
極
め
て
有
意

義
な
一
日
と
な
り
ま
し
た
。 

こ
れ
も
仏
縁
に繫

が
る
御
陰
と
深
く
感

謝
す
る
と
と
も
に
、
改
め
て
我
々
の
生
活

の
中
に
あ
る
御
寺
さ
ま
を
中
心
と
し
た
諸

行
事
の
意
味
、
大
切
さ
を
再
認
識
し
た
次

第
で
す
。 

た
だ
三
部
経
の
読
経
を
頂
き
な
が
ら
、

我
々
の
宗
旨
を
超
え
て
日
本
の
在
来
仏
教

全
体
の
在
り
方
と
若
い
世
代
へ
の
未
来
志

向
と
を
如
何
に
結
び
つ
け
て
い
く
の
か

が
、
こ
れ
か
ら
の
宗
門
に
課
せ
ら
れ
た
命

題
の
一
つ
の
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。
難

解
な
漢
語
が
多
い
仏
典
で
す
が
、
そ
の
思 

想
や
教
え
は
現
代
に
生
き
返
り
、
我
々
衆

生
の
救
い
に
な
る
と
信
じ
て
お
り
ま
す
。 

 

帰
敬
式 

法
事
を
機
に
お
か
み
そ
り
（
帰
敬
式
）

を
お
受
け
致
し
ま
し
た
。
法
名
を
我
々
夫

婦
二
人
授
け
て
頂
き
、
今
日
か
ら
は
仏
弟

子
と
し
て
更
に
信
仰
に
励
む
事
を
、
仏
前

で
お
誓
い
し
た
次
第
で
す
。
子
供
や
孫
達

に
も
お
か
み
そ
り
の
意
義
を
説
明
し
て
、

法
名
は
あ
の
世
へ
の
旅
立
ち
の
た
め
の
パ

ス
・
ポ
ー
ト
で
は
な
く
、
又
死
後
仏
弟
子

に
な
る
よ
り
も
、
生
前
に
頂
く
事
の
大
事

さ
を
話
し
た
次
第
で
す
。
若
い
世
代
に
葬

式
仏
教
と
誤
解
さ
れ
る
の
が
一
番
つ
ら
い

事
で
す
。
最
近
の
荒
廃
し
た
世
相
を
見
る

に
つ
け
、
日
常
生
活
の
中
に
仏
の
心
、
信

心
を
育
ん
で
、
も
う
少
し
文
化
的
に
も
精

神
的
に
も
心
豊
か
な
毎
日
を
送
ら
せ
て
頂

き
た
い
も
の
と
念
ず
る
次
第
で
す
。 

 

宗
教
あ
れ
こ
れ 

筆
者
は
タ
イ
国
に
な
が
ら
く
お
り
ま
し

た
が
、
タ
イ
の
人
々
の
宗
教
心
の
厚
さ
と

ワ
ッ
ト
（
寺
院
）
と
の
交
流
の
深
さ
に
驚

き
ま
し
た
。
短
絡
し
て
敢
え
て
申
し
上
げ

る
と
、
お
釈
迦
様
は
人
を
み
て
法
を
説
か
れ

た
様
で
、
北
方
民
族
系
（
中
国
な
ど
）
に
は

大
乗
仏
教
を
、
南
方
（
セ
イ
ロ
ン
、
ビ
ル
マ
、

タ
イ
、
ベ
ト
ナ
ム
等
）
の
人
々
に
は
戒
律
重

視
の
小
乗
仏
教
（
こ
の
分
型
に
も
問
題
あ
り

ま
す
が
・
・
）
、
を
説
か
れ
、
仏
教
が
深
く

一
般
大
衆
の
生
活
の
中
に
溶
け
込
ん
で
生

き
て
い
る
さ
ま
に
感
銘
い
た
し
ま
し
た
。 

イ
ス
ラ
ム
教
も
ま
た
中
近
東
諸
国
、
そ
の

他
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
幅
広
く
信
仰
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
一
例
を
あ
げ
る
と
、
乞
食
な

ど
に
お
金
を
施
し
た
と
き
御
礼
を
言
う
の

は
施
し
た
ほ
う
で
、
金
持
ち
が
貧
者
に
施
す

機
会
を
与
え
ら
れ
た
事
を
神
に
感
謝
す
る

の
が
シ
ャ
ー
リ
ア
・
ア
ク
ト
の
精
神
だ
そ
う

で
す
。
筆
者
は
な
が
ら
く
中
近
東
で
も
仕
事

を
し
ま
し
た
が
、
宗
教
革
命
も
文
芸
復
興
も

産
業
革
命
も
経
ぬ
ま
ま
中
世
期
か
ら
現
世

紀
に
突
入
し
た
よ
う
な
ア
ラ
ブ
の
国
々
で

は
、
ま
だ
イ
ス
ラ
ム
教
が
脈
々
と
人
々
の
中

に
生
き
て
い
ま
す
。
刑
罰
、
断
食
、
そ
の
他

極
め
て
厳
し
い
戒
律
と
教
義
で
す
の
で
、
ノ

ン
ポ
リ
日
本
で
は
想
像
が
出
来
な
い
と
思

い
ま
す
。 

以
上
、
法
事
を
つ
と
め
て
若
干
の
感
想
を

述
べ
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。 
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幸
せ
と
は 

 

匿
名
希
望
さ
ん
よ
り
（
女
性
・
81
歳
） 

 
子
ど
も
の
頃
、
じ
い
ち
ゃ
ん
が
、
年
寄
り
に
な
る
と
日

が
立
つ
の
が
早
い
早
い
と
、
口
癖
の
よ
う
に
言
っ
て
い
た

の
を
今
で
も
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。
私
も
そ
の
年
に
な
っ

て
、
よ
く
気
持
ち
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
長
い
と
も
思

わ
ず
過
ご
し
て
き
た
八
十
年
、
喜
怒
哀
楽
い
ろ
ん
な
事
が

あ
り
、
人
様
に
話
さ
れ
る
こ
と
又
恥
ず
か
し
く
て
話
せ
な

い
こ
と
、
大
き
な
坂
も
あ
り
ま
し
た
。 

ご
先
祖
様
ご
め
ん
な
さ
い
。
愚
か
な
私
た
ち
を
お
許
し

下
さ
い
。
毎
日
暗
い
日
が
続
き
ま
し
た
。
愚
痴
怒
り
が
頭

の
中
を
か
け
廻
っ
て
、
嫌
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
何
時
ま

で
も
こ
ん
な
日
を
送
っ
て
い
た
ら
体
も
変
に
な
っ
て
し

ま
う
と
思
い
、
何
と
か
逃
げ
出
さ
な
く
て
は
と
い
う
気
持

ち
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
時
、
頭
に
浮
か
ん
だ
の
が
仏
さ

ま
で
し
た
。
あ
そ
う
だ
、
私
は
仏
さ
ま
の
子
供
な
ん
だ
、

と
気
が
つ
い
た
時
、
自
然
と
明
る
く
嬉
し
く
な
っ
て
き
ま

し
た
。
今
ま
で
の
く
る
し
み
も
忘
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
も
っ
と
早
く
気
が
つ
け
ば
こ
ん
な
に
苦
し
ま
な

く
て
も
よ
か
っ
た
の
と
後
悔
し
ま
し
た
。
静
か
に
考
え

て
い
る
う
ち
に
、
幸
せ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
ま
し

た
。
今
ま
で
全
然
気
づ
か
ず
思
い
ち
が
い
を
し
て
い
た

事
、
本
当
に
恥
ず
か
し
い
で
す
。
ず
っ
と
向
こ
う
の
方

に
お
い
て
い
た
幸
せ
を
、
今
し
み
じ
み
味
わ
う
こ
と
が

出
来
て
嬉
し
い
で
す
。 

又
自
分
を
振
り
返
る
事
も
出
来
ま
し
た
。
何
事
も
自

分
と
い
う
事
に
気
が
つ
け
ば
争
い
に
な
ら
な
い
と
い

う
事
も
勉
強
出
来
ま
し
た
。
長
い
こ
と
の
苦
の
お
陰
で

明
る
く
有
難
い
気
持
ち
に
か
わ
る
こ
と
が
出
来
ま
し

た
。
仏
さ
ま
の
子
供
で
あ
る
私
、
も
う
二
度
と
心
配
を

か
け
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。 

仏
さ
ま
の
子
供
と
分
か
り
、
ず
っ
と
向
こ
う
に
お
い

て
あ
っ
た
幸
せ
に
今
あ
え
た
喜
び
を
か
み
し
め
て
、
一

日
一
日
を
大
事
に
精
進
し
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。 
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中
高
生
か
ら
の

「
素
朴
な
疑
問
」
の
コ
ー
ナ
ー 

第
３
回 

 

死 

ん 

だ 

あ 

の 

人 

は 

今 

ど 

こ 

に 

？ 

 

私
が
亡
く
な
っ
た
方
の
家
を
訪
ね
て

お
参
り
を
す
る
時
間
は
、
遅
く
て
も
夕
食

の
前
後
ま
で
で
す
。
そ
の
後
か
ら
、
夜
の

闇
は
や
っ
て
き
ま
す
。
い
く
ら
日
を
重
ね

て
も
、
あ
の
人
へ
の
思
い
は
消
え
た
り
し

な
い
よ
、
増
す
ば
か
り
だ
よ
と
言
わ
れ
ま

す
。
返
事
の
な
い
写
真
に
向
か
っ
て
、
人

知
れ
ず
、
一
日
な
ん
べ
ん
も
涙
を
流
し
て

し
ま
う
と
言
わ
れ
ま
す
。 

 

悲
し
み
は
、
こ
こ
ろ
の
中
に
大
き
な
空

洞
を
開
く
の
で
す
ね
。
耐
え
が
た
い
空
洞

を
で
す
。
ま
し
て
や
静
か
な
夜
に
は
つ
ら

い
の
で
す
。
誰
も
こ
の
つ
ら
さ
は
分
か
ら

な
い
だ
ろ
う
と
い
う
く
ら
い
。 

で
も
、
不
思
議
な
こ
と
に
空
洞
は
、
他

の
空
洞
と
深
く
響
き
合
う
の
で
す
ね
。
他

の
人
と
悲
し
み
の
底
で
通
じ
合
う
の
で

す
。
な
〜
も
で
き
ま
せ
ん
。
悲
し
み
が
無

く
な
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
無
力
以

外
の
何
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
そ

の
無
力
な
も
の
同
士
の
共
鳴
は
、
不
思
議

な
こ
と
に
、
広
が
る
の
で
す
。
あ
の
人
も

そ
う
だ
っ
た
か
、
あ
の
人
も
そ
う
だ
っ
た

か
と
、
無
限
大
に
。 

空
洞
を
ふ
さ
い
で
し
ま
っ
て
は
響
き

合
え
な
い
の
で
す
が
、
空
洞
の
ま
ま
保
つ

の
は
と
て
も
困
難
な
こ
と
で
す
。 

 

私
は
、
悲
し
み
の
空
洞
と
向
き
合
う
方
法
を

知
り
ま
せ
ん
。
日
々
の
忙
し
さ
を
わ
ざ
と
求
め

る
だ
け
で
し
ょ
う
。
寿
命
や
っ
た
ん
や
と
、
無

理
や
り
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
だ
け
で
し
ょ

う
。
魂
が
漂
っ
て
い
る
か
と
探
し
て
み
た
り
、

死
ん
だ
人
は
☆
に
、
風
に
、
仏
に
な
る
ら
し
い

と
思
い
つ
つ
、
思
え
ず
に
心
を
病
む
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。
い
や
、
死
ん
だ
ら
終
わ
り
や
、
た
だ

水
と
二
酸
化
炭
素
に
な
る
ん
や
、
こ
ん
な
風
に

悲
し
み
を
見
下
す
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

 

本
当
に
あ
り
が
た
い
の
は
、
ど
う
向
き
合
え

ば
い
い
か
、
導
い
て
下
さ
る
先
輩
が
た
に
出
会

え
た
こ
と
で
す
。
教
祖
や
教
団
あ
り
き
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
田
舎
の
お
じ
じ
、
お
ば
ば
、
お
ん

さ
ん
、
お
ば
さ
ん
方
な
の
で
す
。
名
は
知
れ
ず

と
も
尊
い
方
々
な
の
で
す
。 

 

感
動
す
る
の
は
、
例
え
ば
「
お
と
っ
つ
あ
ん
、

め
〜
ん
な
っ
た
か
（
参
り
な
さ
っ
た
か
）
」
と

い
う
挨
拶
で
す
。
お
浄
土
に
参
る
べ
き
人
と
し

て
日
頃
か
ら
受
け
止
め
て
お
ら
れ
る
表
れ
で

す
。
突
然
死
の
縁
が
や
っ
て
き
て
も
そ
う
挨
拶

す
る
の
で
す
。
例
え
ば
「
色
の
う
す
い
お
赤
飯
」

で
す
。
お
通
夜
の
晩
み
ん
な
で
お
敬
い
す
る
の

で
す
。
た
と
え
死
に
方
が
ど
う
で
あ
れ
、
あ
り

が
と
う
あ
り
が
と
う
と
手
を
合
わ
せ
て
拝
む

の
で
す
。 

そ
の
先
輩
方
同
士
は
、
悲
し
み
を
共
有

し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
私
も

ま
た
、
無
力
そ
の
ま
ま
で
仲
間
に
い
れ
て

い
た
だ
く
の
で
す
。 

そ
の
背
後
に
思
い
を
こ
ら
す
と
、
や
っ

と
名
の
知
れ
た
先
輩
方
が
透
け
て
見
え
て

き
ま
す
。
例
え
ば
お
釈
迦
さ
ま
は
「
死
ん

だ
あ
の
人
は
今
ど
こ
に
？
」
と
い
う
質
問

に
お
答
え
な
さ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の

質
問
は
方
向
が
違
う
よ
、
ど
こ
だ
と
外
を

探
す
ん
じ
ゃ
な
い
よ
、
あ
な
た
が
ど
う
受

け
止
め
て
い
く
の
か
、
そ
れ
が
大
切
な
大

切
な
宿
題
な
ん
だ
よ
、
そ
う
教
え
て
下
さ

い
ま
し
た
。 

空
洞
は
一
人
で
は
受
け
止
め
切
れ
ま
せ

ん
。
そ
の
宿
題
と
向
き
合
っ
て
来
ら
れ
た

方
々
と
響
き
合
い
な
が
ら
導
か
れ
て
い
く

し
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
大
切
な
宿
題
を

与
え
て
下
さ
っ
た
こ
と
、
思
い
も
よ
ら
ぬ

不
思
議
な
広
が
り
を
見
せ
て
下
さ
っ
た
こ

と
、
何
よ
り
も
こ
の
私
が
無
力
だ
と
知
ら

さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
今
は
亡

き
あ
の
人
の
は
た
ら
き
だ
と
受
け
止
め
ら

れ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
す
る
と
あ
の
人
は

今
こ
こ
に
は
た
ら
い
て
お
ら
れ
る
の
で

す
。
目
に
は
見
え
ず
と
も
、
確
か
に
、
確

か
に
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
編
者
） 
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私
た
ち
は
朝
夕
お
内
仏
に
お
参
り
す
る
と
き
に
ど

の
よ
う
な
こ
こ
ろ
で
お
念
仏
申
し
て
い
る
で
し
ょ
う

か
。
「
朝
に
礼
拝
・
夕
に
感
謝
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ

り
ま
す
が
、
朝
に
は
今
日
一
日
ど
う
か
無
事
で
あ
り
ま

す
よ
う
に
と
手
を
合
わ
せ
、
夕
に
は
今
日
一
日
無
事
で

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
と
お
念
仏
申
す
の
で
し

ょ
う
か
。 

し
か
し
、
こ
れ
で
は
不
幸
を
恐
れ
、
幸
せ
を
願
う
身

勝
手
な
欲
求
を
仏
さ
ま
に
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。
如
来
さ
ま
は
私
た
ち
に
「
迷
い
の
衆
生
よ
、

わ
れ
を
た
の
ん
で
ど
う
か
助
か
っ
て
く
れ
」
と
呼
び
か

け
て
下
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
南
無
阿
弥
陀
仏

で
す
。
そ
の
呼
び
か
け
に
応
じ
た
の
が
「
た
す
け
た
ま

え
」
で
す
。
こ
れ
は
私
の
欲
求
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
魂

の
底
か
ら
出
た
宗
教
的
欲
求
で
す
。 

（
住
職
） 

今
朝
の
こ
と
で
す
。
お
内
仏
で
５
年
生
の
娘
が
「
な
ん
ま
ん

…
」
と
消
え
入
る
よ
う
な
声
で
合
掌
し
ま
し
た
。
も
う
無
邪
気

に
お
念
仏
す
る
歳
で
は
な
い
よ
う
で
す
。 

 

「
ラ
ク
や
な
あ
真
宗
は
。
な
ん
ま
ん
だ
ぶ
つ
っ
て
称
え
る
だ

け
で
い
い
ん
や
で
」
っ
て
よ
く
言
わ
れ
ま
す
ね
。
ふ
ふ
ふ
♪ 

そ
れ
ど
こ
ろ
か
正
信
偈
さ
ん
は
「
な
ん
ま
ん
だ
ぶ
つ
を
聞
く
」

っ
て
歌
っ
て
お
ら
れ
る
ん
で
す
よ
ね
。
え
〜
う
っ
そ
〜
ほ
ん
な

ら
も
っ
と
ラ
ク
や
ん
！
も
っ
と
早
よ
ゆ
う
て
や
ん
…
と
、
私
な

ら
思
い
ま
す
。 

 

で
も
ね
、
耳
を
澄
ま
せ
て
も
聞
こ
え
な
い
で
す
よ
。
誰
か
が

な
ん
ま
ん
だ
ぶ
つ
っ
て
ほ
め
称
（
た
た
）

え
な
い
と
。
誰
か
が
な

ん
ま
ん
だ
ぶ
つ
っ
て
愚
か
者
の
告
白
を
し
な
い
と
。 

 

ホ
ン
ト
、
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
念
仏
を
称
（
と
な
）

え
る
の

も
聞
く
の
も
、
全
部
自
分
で
で
き
る
と
思
っ
て
ま
し
た
。
ラ
ク

ラ
ク
と
で
き
る
も
の
だ
と
。
実
は
称
（
と
な
）

え
る
も
聞
く
も
「
い

た
だ
き
も
の
」
だ
っ
た
と
知
っ
た
と
き
、
初
め
て
大
き
な
大
き

な
大
き
な
救
い
に
あ
ず
か
る
の
で
す
。 

 

消
え
入
る
よ
う
な
称
名
（
し
ょ
う
み
ょ
う
）
、
形
だ
け
の
（
形
さ

え
あ
や
し
い
）
念
仏
、
確
か
に
聞
き
ま
し
た
。
娘
よ
、
そ
の
背

後
の
先
輩
方
よ
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
私
も
「
な

ん
ま
ん
…
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
編
者
） 

山門掲示板 

重
じ
ゅ
う

誓 せ
い

名
み
ょ
う

声
し
ょ
う

聞 も
ん

十 じ
っ

方 ぽ
う 

親
鸞
作
『
正
信
念
仏
偈
』
よ
り 

読
み
方
―(

法
蔵
菩
薩
が)

重
ね

て
誓
う
ら
く
は
、
名
声
十

方
に
聞
こ
え
ん
と
。 

※
名
声
―
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
。 

※
十
方
―
す
べ
て
の
方
。
私
に

ま
で
。 

先
輩
の
感
動
を
た
ず
ね
て 
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平
成
21
年
度 

行 

事 

予 

定 
  

６
月
中
旬 

本
山
差
し
向
け
布
教 

14
、

15
日 

西
雲
寺 

16
日 
安
田
地
区
（
お
宿
・
末
定
清
二
さ
ん
宅
） 

17
日 

本
堂
地
区
（
お
宿
・
横
山
忍
さ
ん
宅
） 

布
教
使 
滋
賀 

田
中
美
知
男
師 

 

６
月

28
日(

日)
 

門
徒
研
修
会 

あ
わ
ら
市
笹
岡
・
称
運
寺
に
て 

講
師 

高 
史
明
（
コ 

サ
ミ
ョ
ン
）

師 
 

７
月
10 

11
日 

 

永
代
経 

11
日
は
バ
ス
が
３
台
出
ま
す
。 

お
と
き
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
参
り
下
さ
い
。 

 

10
月
17 

18 

19
日 

報
恩
講 

18
日
は
バ
ス
が
３
台
出
ま
す
。 

お
と
き
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
参
り
下
さ
い
。 

 

11
月
28 

29 

30
日 

御
正
忌
報
恩
講 

29
日
は
お
と
き
が
ふ
る
ま
わ
れ
ま
す
。 

 

12
月

31
日 

除
夜
の
鐘
（
ど
な
た
で
も
ど
う
ぞ
） 

１
月
１
日 

お
正
月 

午
前
６
時
、
本
堂
で
晨
朝
（
じ
ん
ち
ょ
う
） 

午
前
７
時
、
納
骨
堂
で
晨
朝 

１
月
１
〜
３
日 

お
年
頭 
 

３
月 

春
分
の
日 

世
話
方
集
会 

☆
在
所
の
代
表
者
（
世
話
方
）
の
皆
さ
ん
に

集
ま
っ
て
い
た
だ
き
、
昨
年
度
の
総
括
と

今
年
度
の
か
じ
取
り
を
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
ま
た
、
本
堂
の
御
内
陣
の
傷
み

具
合
を
、
実
際
に
目
で
見
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。 

 

☆
親
鸞
聖
人
の
７
５
０
回
大
遠
忌
が
近
づ

い
て
ま
い
り
ま
し
た
。
２
年
後
の
５
月
に

は
、
本
山
に
於
い
て

10
日
間
に
わ
た
る

大
遠
忌
法
要
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。
私
た

ち
一
人
一
人
が
、
親
鸞
聖
人
を
宗
祖
と
し

て
出
遇
わ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き

ま
す
よ
う
、
聞
法
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

ょ
う
。 

 

☆
表
紙
に
ご
案
内
い
た
し
ま
し
た
通
り
、
前

住
職
の
法
事
を
み
な
さ
ん
と
共
に
つ
と

め
た
い
と
存
じ
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。 

世
話
方
集
会
の
ご
報
告 

（
３
月
20
日
） 
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