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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
を
受
け
て
、
法
要
も
聞
法
会
も

開
催
が
困
難
な
状
況
の
中
で
「
そ
れ
で
も
寺
と
し
て
何
か
出
来
る
こ
と

を
」
と
思
い
、
掲
示
伝
道
を
始
め
た
。

　
『
真
宗
聖
典
』
か
ら
引
用
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
心
に
残
っ
た
芸
能
人

の
言
葉
や
ヒ
ッ
ト
曲
の
歌
詞
を
書
く
こ
と
も
あ
る
。

　

し
か
し
「
こ
の
言
葉
が
い
い
な
」
と
思
っ
て
も
、
書
い
て
か
ら
「
前

後
の
文
脈
を
知
ら
ず
に
読
む
と
誤
解
す
る
の
で
は
な
い
か
」
と
悩
ん
で
、

結
局
ボ
ツ
に
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
た
び
に
、
伝
え
た
い
こ
と
を
簡

潔
な
言
葉
で
伝
え
る
の
は
難
し
い
と
感
じ
る
。

　

寺
の
掲
示
板
に
限
ら
ず
、
私
た
ち
の
日
常
的
な
言
葉
の
や
り
取
り
で

も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
マ
ス
コ
ミ
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ

で
の
発
言
が
、
本
人
の
意
図
を
無
視
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
「
炎
上
」

す
る
こ
と
が
あ
る
。
表
情
や
声
色
の
わ
か
ら
な
い
メ
ー
ル
で
の
や
り
取

り
か
ら
、
す
れ
違
い
が
生
ま
れ
い
じ
め
や
殺
人
事
件
に
発
展
す
る
こ
と

も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
面
と
向
か
っ
て
会
話
し
て
い
て
も
誤
解
や
す
れ

違
い
は
生
じ
る
。

　

人
は
言
葉
が
な
い
と
思
い
を
伝
え
ら
れ
な
い
が
、
言
葉
だ
け
で
思
い

を
正
確
に
伝
え
る
こ
と
も
難
し
い
。
言
葉
を
発
す
る
側
も
受
け
取
る
側

も
「
言
葉
の
不
便
さ
、
不
完
全
さ
」
を
意
識
す
る
こ
と
が
大
事
で
は
な

い
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
次
に
書
く
法
語
を
選
ん
だ
。

一
句
一
言
を
聴
聞
す
る
と
も
、
た
だ
得
手
に
法
を
聞
く
な
り

た
だ
よ
く
き
き
、
心
中
の
と
ほ
り
を
同
行
に
あ
ひ
談
合
す
べ
き

こ
と
な
り

 

『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書
』

第
九
組
　
西
圓
寺
　
近
藤
　
良
祐

掲
示
法
語
を
書
き
な
が
ら
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二
〇
二
〇
年 

富
山
別
院 

秋
季
彼
岸
会
法
話

　
　 
「

生
き
る
意
義 

」

高
岡
教
区
第
六
組
　
真
行
寺
　
住
職
　
梨な

し 

谷た
に  

真な
お 

嗣つ
ぐ 

氏

　 
（
三
帰
依
文
唱
和
）

　
　

第
一
章  

「
正
信
偈
」
と
は

　

馴
染
み
深
い
が
わ
か
り
に
く
い

　

高
岡
か
ら
参
り
ま
し
た
梨
谷
と
申
し
ま
す
。
本
日
は

ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

今
ほ
ど
、「
正
信
偈
」
を
お
勤
め
さ
れ
ま
し
た
が
、
別

院
の
彼
岸
会
と
い
う
仏
事
の
お
勤
め
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
て
、
普
段
皆
さ
ん
が
お
勤
め
さ
れ
る
の
と
は
節
が

若
干
違
っ
て
い
ま
し
た
。
さ
て
、
こ
の
「
正
信
偈
」
で

す
が
、
皆
さ
ん
も
お
内
仏
で
の
朝
晩
の
勤
行
や
、
お
寺

で
の
報
恩
講
に
勤
め
ら
れ
た
り
と
非
常
に
私
た
ち
に
は

馴
染
み
深
い
お
勤
め
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
「
正
信
偈
」
は
親
鸞
聖
人
が
書
か
れ
た
『
教
行

信
証
』
と
い
う
書
物
の
中
に
あ
り
ま
す
。『
教
行
信
証
』

は
「
教
・
行
・
信
・
証
・
真
仏
土
・
化
身
土
」
と
六
巻

か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
六
巻
の
う
ち
「
行
巻
」

の
中
の
最
後
に
、
こ
の
「
正
信
偈
」
が
書
か
れ
て
お
り

ま
す
。
ご
存
知
の
と
お
り
「
正
信
偈
」
の
偈
と
い
う
字

は
詩う
た

と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
親
鸞
聖
人
が

お
念
仏
の
教
え
を
褒
め
た
た
え
た
詩
な
の
で
す
。
詩
は

経
典
の
内
容
を
解
釈
す
る
と
か
と
い
う
の
で
は
な
く
、

純
粋
に
そ
の
人
の
気
持
ち
、
仏
法
に
帰
依
す
る
気
持
ち

を
う
た
っ
た
も
の
な
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
で
も
ゴ
ス

ペ
ル
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
詩
は
非
常
に
人
間
の

信
仰
心
を
表
現
し
や
す
い
方
法
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

仏
教
の
経
典
の
中
に
も
た
び
た
び
詩
が
出
て
き
ま
す
。

　

お
経
と
い
う
も
の
は
お
釈
迦
様
が
説
か
れ
た
お
言
葉

で
す
が
、「
正
信
偈
」
は
親
鸞
聖
人
が
説
か
れ
た
お
言
葉

で
す
。
さ
て
、
こ
の
「
正
信
偈
」
は
と
て
も
私
た
ち
に

は
馴
染
み
深
い
も
の
で
す
か
ら
、
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で

御
門
徒
さ
ん
か
ら
「
正
信
偈
に
は
、
い
っ
た
い
何
が
書

い
て
あ
る
の
か
」
と
、
こ
う
い
う
質
問
を
さ
れ
ま
す
。

私
は
高
岡
教
区
の
第
六
組
で
す
が
、
私
た
ち
の
組
の
推

進
員
連
絡
協
議
会
で
は
か
つ
て
二
ヶ
月
に
一
回
、「
正
信

偈
」
に
つ
い
て
講
師
の
方
を
招
き
勉
強
会
を
し
て
お
ら

れ
ま
し
た
。
私
自
身
も
「
正
信
偈
」
に
関
し
て
い
ろ
ん

な
と
こ
ろ
で
先
生
の
話
を
聞
い
た
り
本
を
読
ん
だ
り
と

「
正
信
偈
」
に
は
何
が
書
い
て
あ
る
の
か
と
自
分
な
り
考

え
て
き
ま
し
た
。
で
も
、
な
か
な
か
ピ
ン
と
き
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

い
ろ
ん
な
講
義
や
本
な
ど
で
説
か
れ
る
内
容
は
、
例

え
ば
「
帰
命
無
量
寿
如
来　

南
無
不
可
思
議
光
」
と
あ

　
こ
の
法
話
録
は
、
二
〇
二
〇
年
九
月
二
十
一
日
、
富
山
別
院
秋
季
彼
岸
会
に
お
い
て
、
梨
谷
真
嗣
氏

よ
り
お
話
さ
れ
た
も
の
に
加
筆
修
正
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。
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り
ま
し
て
、
そ
れ
は
阿
弥
陀
仏
を
讃
え
る
心
境
を
ま
ず

親
鸞
聖
人
が
告
白
し
た
と
、
そ
れ
か
ら
話
が
始
ま
っ
て
、

真
ん
中
く
ら
い
ま
で
は
依
経
段
と
い
っ
て
阿
弥
陀
仏
と

お
釈
迦
様
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
そ
の
後
の
半
分
は
、

親
鸞
聖
人
が
尊
敬
さ
れ
た
、
親
鸞
聖
人
が
影
響
を
受
け

ら
れ
た
七
高
僧
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
と
、
だ
い
た

い
こ
う
い
う
説
明
が
あ
り
、
そ
の
後
七
高
僧
の
一
人
ひ

と
り
の
説
明
と
、
こ
ん
な
ふ
う
に
講
義
が
進
ん
で
い
く

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

た
だ
、
そ
う
い
う
話
を
聞
い
て
も
私
に
は
「
正
信
偈
」

に
書
い
て
あ
る
こ
と
が
、
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い
の
で

す
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
実
は
「
正
信
偈
」
と

い
う
の
は
親
鸞
聖
人
が
書
か
れ
た
膨
大
な
文
字
数
の
書

物
で
あ
る
『
教
行
信
証
』
の
全
て
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る

か
ら
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
言
い
過
ぎ
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
「
正
信
偈
」
の
内
容
が
わ
か
っ
た
ら
『
教

行
信
証
』
の
内
容
が
わ
か
っ
た
と
言
っ
て
も
い
い
く
ら

い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
「
正
信
偈
」
の
内
容
が
わ

か
ら
な
い
の
は
当
た
り
前
で
、
む
し
ろ
、
内
容
は
わ
か

ら
な
く
て
も
良
い
の
で
す
。「
正
信
偈
」
を
通
し
て
親
鸞

聖
人
は
私
た
ち
に
何
を
伝
え
た
か
っ
た
の
か
を
感
じ
取

れ
ば
良
い
の
で
す
。

　

一
番
後
ろ
か
ら
読
ん
で
み
る

　

そ
こ
で
私
は
あ
る
先
生
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
て
「
正

信
偈
」
を
最
初
か
ら
読
む
の
で
は
な
く
終
わ
り
か
ら
読

ん
で
み
ま
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
正
信
偈
」

で
親
鸞
聖
人
は
何
を
伝
え
た
か
っ
た
の
か
が
何
と
な
く

わ
か
っ
て
き
た
よ
う
に
思
え
ま
し
た
。
で
は
、
皆
さ
ん

と
一
緒
に
「
正
信
偈
」
を
後
ろ
か
ら
見
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

赤
い
勤
行
本
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
方
は
三
十
二
ペ
ー

ジ
の
四
行
目
を
見
て
下
さ
い
。
そ
こ
に
「
唯
可
信
斯
高

僧
説
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
親
鸞
聖
人

が
私
た
ち
に
一
番
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。「
た
だ
高
僧
た
ち
の
説
を
信
ず
べ
し
」
と
い
う
意

味
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
「
私
の
言
っ
た
こ
と
を
信
じ
な

さ
い
」
と
は
言
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。「
た
だ
そ
の
高
僧

た
ち
の
説
を
信
じ
な
さ
い
」
と
、
こ
う
言
わ
れ
た
の
で

す
。
こ
の
高
僧
と
い
う
の
は
位
が
高
い
僧
と
い
う
意
味

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
親
鸞
聖
人
に
真
宗
の
教
え
を
伝
え

て
く
だ
さ
っ
た
方
々
の
こ
と
で
す
。
イ
ン
ド
、
中
国
、

日
本
の
七
人
の
高
僧
で
す
。
た
だ
、
そ
の
人
た
ち
の
説

を
信
じ
な
さ
い
と
、
私
の
こ
と
を
信
じ
ろ
と
は
言
わ
な

い
の
で
す
。「
正
信
偈
」
の
一
番
最
後
の
お
言
葉
で
す

が
、
こ
こ
が
ス
タ
ー
ト
な
の
で
す
。

　

で
は
、
そ
の
高
僧
た
ち
と
い
う
の
は
誰
の
こ
と
な
の

か
と
い
う
こ
と
が
ず
っ
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
赤
本
の

三
十
ペ
ー
ジ
の
一
行
目
に
「
本
師
源
空
明
仏
教
」
と
あ

り
ま
す
。
源
空
と
い
う
の
は
親
鸞
聖
人
の
師
匠
の
法
然

上
人
の
こ
と
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
法
然
さ
ん
か
ら
教
え

を
い
た
だ
い
た
の
で
す
。
法
然
さ
ん
か
ら
の
伝
統
で

す
。
で
は
法
然
さ
ん
は
ど
う
な
の
か
、
今
度
は
二
十
八

ペ
ー
ジ
に
「
源
信
廣
開
一
代
教
」
と
一
行
目
に
あ
り
ま

す
。
源
信
さ
ん
か
ら
の
伝
統
を
法
然
さ
ん
は
受
け
と
っ

高岡教区第六組　真行寺　住職　梨谷 真嗣 氏
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た
の
で
す
。
そ
こ
に
は
源
信
さ
ん
が
何
を
な
さ
れ
た
か

が
書
い
て
あ
る
の
で
す
が
、
今
は
そ
の
こ
と
の
意
味
を

考
え
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
そ
の
伝
統
と
い
う

こ
と
を
知
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
次
に
源
信
さ
ん
は
ど
う

い
う
伝
統
を
受
け
た
か
と
い
う
と
、
二
十
六
ペ
ー
ジ
を

見
て
く
だ
さ
い
。
二
十
六
ペ
ー
ジ
に
「
善
導
獨
名
佛
正

意
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
善
導
が
ひ
と
り
佛
の
正
し

い
お
こ
こ
ろ
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
」
と
、
こ
う
あ
り
ま

す
。
善
導
さ
ん
か
ら
は
中
国
の
方
に
な
り
ま
す
。
そ
の

善
導
さ
ん
は
ど
う
い
う
伝
統
を
受
け
た
か
と
い
う
と
、

二
十
四
ペ
ー
ジ
の
一
行
目
に
「
道
綽
決
聖
道
難
證
」
と

あ
り
ま
す
。
道
綽
さ
ん
が
浄
土
の
教
え
を
あ
き
ら
か
に

し
て
く
だ
さ
っ
た
お
か
げ
で
、
善
導
さ
ん
は
浄
土
の
教

え
に
帰
依
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
。
で
は
道
綽
さ
ん
は

ど
う
な
の
か
、
二
十
一
ペ
ー
ジ
の
一
行
目
に
「
本
師
曇

鸞
梁
天
子
」
と
あ
り
ま
す
。
道
綽
さ
ん
は
曇
鸞
さ
ん
か

浄
土
の
教
え
を
受
け
継
い
だ
の
で
す
。
で
は
曇
鸞
さ
ん

は
ど
う
だ
っ
た
か
、
十
八
ペ
ー
ジ
の
一
行
目
で
す
「
天

親
菩
薩
造
論
説
」
と
あ
り
ま
す
。
天
親
さ
ん
か
ら
は
イ

ン
ド
の
方
に
な
り
ま
す
。
天
親
さ
ん
か
ら
曇
鸞
さ
ん
は

浄
土
の
教
え
の
伝
統
を
受
け
取
っ
た
の
で
す
。
で
は
天

親
さ
ん
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
と
、
十
五
ペ
ー
ジ
の
三

行
目
に
「
龍
樹
大
士
出
於
世
」
と
あ
り
ま
す
。「
龍
樹
大

士
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
」
と
、
龍
樹
さ
ん
の
浄
土
の

教
え
を
天
親
さ
ん
が
受
け
継
ぎ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
こ

の
方
々
は
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ひ
と
り
受
け
継
い
だ
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
全
体
の
流
れ
を
言
い
た
か
っ
た

の
で
こ
の
よ
う
に
話
さ
せ
て
い
た
だ
ま
し
た
。
親
鸞
聖

人
は
法
然
さ
ん
の
教
え
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の

方
々
の
伝
統
全
て
を
受
け
止
め
ら
れ
ま
し
た
し
、
法
然
、

源
信
も
そ
う
な
の
で
す
。
さ
て
、
今
度
は
龍
樹
さ
ん
を

さ
か
の
ぼ
り
ま
す
と
八
ペ
ー
ジ
の
一
行
目
に
「
如
来
所

以
興
出
世
」
と
あ
り
ま
す
。
如
来
と
は
釈
迦
如
来
の
こ

と
で
す
、
お
釈
迦
様
の
こ
と
で
す
。
お
釈
迦
様
が
こ
の

世
に
出
興
さ
れ
て
、
そ
の
教
え
を
龍
樹
は
受
け
取
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を

浄
土
の
教
え
に
生
き
ら
れ
た
方
々
の
伝
統
が
親
鸞
聖
人

の
元
に
届
い
た
、
そ
の
伝
統
を
褒
め
た
た
え
た
の
が
「
正

信
偈
」
と
い
う
お
聖
教
な
の
で
す
。

　

始
ま
り
は
法
蔵
菩
薩

　

さ
て
普
通
、
仏
教
と
い
う
と
お
釈
迦
様
が
説
か
れ
た

教
え
な
の
で
、
仏
教
は
お
釈
迦
様
か
ら
始
ま
っ
た
と
い

う
思
い
で
、
さ
か
の
ぼ
る
の
は
こ
こ
ま
で
で
終
わ
り
と

思
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、「
正
信
偈
」
は
こ
こ
で
は
終
わ

ら
な
い
の
で
す
、
そ
の
前
が
あ
り
ま
す
。
三
ペ
ー
ジ
の

三
行
目
に
「
法
蔵
菩
薩
因
位
時　

在
世
自
在
王
佛
所
」

と
あ
り
ま
す
。
法
蔵
菩
薩
が
因
位
の
時
、
因
位
と
い
う

の
は
修
行
の
時
で
す
、
そ
の
時
に
世
自
在
王
仏
の
も
と

に
い
て
、
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
お
釈
迦
様
は
法
蔵
菩

薩
つ
ま
り
阿
弥
陀
仏
か
ら
浄
土
の
教
え
を
受
け
取
っ
た

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
真
宗
の
教
え
浄
土
の
教
え
と

は
、
お
釈
迦
様
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
法
蔵
菩

薩
が
世
自
在
王
仏
と
出
遇
っ
た
こ
と
が
始
ま
り
な
の
で

す
。
そ
の
出
遇
い
が
法
蔵
菩
薩
、
つ
ま
り
阿
弥
陀
仏
の

本
願
と
な
り
、
長
い
長
い
年
月
を
通
し
て
お
釈
迦
様
や

七
高
僧
、
そ
れ
以
外
の
多
く
の
念
仏
者
を
通
し
て
親
鸞

聖
人
に
ま
で
至
り
届
い
た
。
そ
の
歴
史
、
伝
統
が
真
宗

の
教
え
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

こ
こ
で
普
通
私
た
ち
現
代
人
は
お
釈
迦
様
ま
で
は
歴

史
上
の
人
と
し
て
頭
で
理
解
で
き
る
の
で
す
が
、
法
蔵

菩
薩
や
世
自
在
王
仏
と
い
う
存
在
が
ど
う
も
理
解
で
き

な
い
の
で
す
。
法
蔵
菩
薩
は
阿
弥
陀
仏
の
こ
と
で
す
が
、

こ
の
阿
弥
陀
仏
や
世
自
在
王
仏
と
い
う
の
は
仏
教
で
い

う
方
便
、
比
喩
で
す
か
ら
歴
史
上
の
人
で
は
あ
り
ま
せ
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ん
。
物
語
で
す
、
法
蔵
物
語
で
す
。
も
と
も
と
言
葉
に

も
で
き
な
い
よ
う
な
本
願
が
私
た
ち
に
至
り
届
く
よ
う

に
と
方
便
と
し
て
法
蔵
物
語
と
な
っ
て
私
た
ち
に
届
け

ら
れ
た
の
で
す
。

　

真
宗
の
教
え
は
二
尊
教
と
い
い
ま
し
て
阿
弥
陀
仏
と

釈
迦
牟
尼
仏
の
尊
い
方
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
教
え
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
阿
弥
陀
仏
と
お
釈
迦
様
の
違
い

と
は
何
か
、
阿
弥
陀
仏
は
「
願
」
で
す
。
お
釈
迦
様
は

「
教
」
で
す
。
こ
の
違
い
が
あ
り
ま
す
。
お
釈
迦
様
は

八
万
四
千
の
教
え
を
説
か
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
人
間
の
為
に
仏
の
教
え
を
言
葉
と
し
て
教
え
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
阿
弥
陀
仏
の
願
と
い
う
の
は
教
え

で
は
な
く
、
本
来
私
た
ち
が
持
っ
て
い
る
願
の
こ
と
で

す
。
本
来
持
っ
て
い
る
も
の
、
誰
か
か
ら
教
え
ら
れ
た

も
の
で
は
な
く
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
私
た
ち
に
備
わ
っ

て
い
た
願
い
な
の
で
す
。
そ
の
願
を
言
葉
と
し
て
初
め

て
言
い
表
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
が
お
釈
迦
様
な
の
で
す
。

願
が
言
葉
と
し
て
教
え
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

以
前
、
私
が
聞
い
た
法
話
の
中
に
こ
ん
な
お
話
が
あ

り
ま
し
た
。
今
か
ら
四
万
年
前
か
ら
五
万
年
前
の
ネ
ア

ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
の
遺
跡
が
近
年
発
掘
さ
れ
ま
し
た
。

シ
ャ
ニ
ダ
ー
ル
遺
跡
と
い
う
そ
う
で
す
。
そ
の
遺
跡
に

は
お
墓
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
五
万
年
前
の

お
墓
で
あ
ろ
う
遺
跡
が
発
掘
さ
れ
た
の
で
す
。
そ
こ
に

花
粉
の
化
石
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
と
赤
い
粉
の
化

石
と
石
で
囲
ま
れ
た
火
を
焚
い
た
後
の
よ
う
な
も
の
が

発
掘
さ
れ
ま
し
た
。
た
ぶ
ん
墓
ら
し
き
も
の
で
す
か
ら

死
者
に
対
し
て
花
を
た
む
け
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

赤
い
粉
は
、
人
間
は
血
が
無
く
な
っ
て
死
に
ま
す
か
ら
、

そ
の
血
が
無
く
な
っ
た
こ
と
に
対
し
て
赤
い
粉
を
血
の

代
わ
り
に
ま
い
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
現
在

私
た
ち
は
仏
式
で
葬
儀
を
行
い
ま
す
が
、
人
間
は
仏
教

が
で
き
て
か
ら
葬
式
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な

く
、
は
る
か
遠
い
昔
、
五
万
年
前
に
言
葉
が
あ
っ
た
か

ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
言
葉
が
あ
っ
た
か
な 

か
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
時
代
の
人
間
も
、
同
じ

人
間
の
死
を
い
た
み
、
死
を
苦
し
み
、
生
き
る
こ
と
に

苦
み
、
死
者
に
対
し
て
別
れ
の
儀
式
を
行
な
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
い
う
言
い
方
を
し
た

ら
語
弊
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
お
釈
迦
様
の
教

え
の
歴
史
は
た
か
だ
か
二
五
〇
〇
年
で
す
。
し
か
し
、

二
五
〇
〇
年
以
上
は
る
か
は
る
か
遠
い
昔
、
お
釈
迦
様

や
キ
リ
ス
ト
の
教
え
を
聞
く
こ
と
も
な
く
、
宗
教
と
い

う
も
の
を
知
ら
な
い
五
万
年
前
の
人
間
が
人
の
死
を
い

た
み
、
人
の
死
を
苦
し
み
、
人
生
の
苦
し
み
を
感
じ
て

き
た
歴
史
が
あ
る
の
で
す
。
教
え
と
い
う
も
の
の
以
前

に
人
間
の
歴
史
に
は
人
間
の
願
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ

れ
こ
そ
が
阿
弥
陀
仏
の
本
願
な
の
で
す
。

　

さ
て
、
法
蔵
菩
薩
か
ら
始
ま
っ
た
本
願
が
お
釈
迦
様

に
よ
っ
て
教
と
な
っ
た
浄
土
の
教
え
は
こ
の
よ
う
に
七

高
僧
の
歴
史
を
通
し
て
親
鸞
聖
人
の
も
と
ま
で
届
い
た

の
で
す
が
、
そ
の
後
も
伝
統
は
止
ま
る
こ
と
な
く
『
御
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文
』
を
書
か
れ
た
蓮
如
上
人
で
あ
る
と
か
、
多
く
の
念

仏
者
を
通
し
て
生
き
続
け
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
有
名

な
方
々
ば
か
り
で
は
な
く
、
身
近
で
い
え
ば
私
た
ち
の

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
母
さ
ん
お
父
さ
ん
、

様
々
な
方
の
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
子
供
の
頃
、
家
の
お

内
仏
に
手
を
合
わ
せ
て
い
た
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
や
お
じ
い

ち
ゃ
ん
の
姿
、
そ
の
姿
が
真
宗
の
伝
統
な
の
で
す
。
そ

の
姿
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
今
、
私
た
ち
は
こ
の
場
に
身

を
お
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

　

真
宗
の
行

　

さ
て
、
今
ま
で
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
「
正
信
偈
」

は
先
程
、
親
鸞
聖
人
が
書
か
れ
た
『
教
行
信
証
』
の
「
行

巻
」
に
あ
る
と
言
い
ま
し
た
が
、
な
ぜ
「
行
巻
」
に
あ

る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。「
正
信
偈
」
に
は
親
鸞
聖
人
に

ま
で
届
い
た
浄
土
の
教
え
、
念
仏
の
教
え
の
歴
史
が
あ

ら
わ
さ
て
い
る
と
言
い
ま
し
た
が
、
そ
の
歴
史
の
こ
と

を
親
鸞
聖
人
は
「
大
行
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
親
鸞
聖

人
が
言
う
行
と
い
う
の
は
こ
の
大
行
の
こ
と
で
す
。
こ

の
お
念
仏
の
歴
史
が
真
宗
の
大
行
な
の
で
す
。
こ
の
大

行
は
法
蔵
菩
薩
が
世
自
在
王
仏
に
出
遇
っ
た
と
こ
ろ
か

ら
始
ま
り
七
高
僧
を
通
し
て
親
鸞
聖
人
に
ま
で
届
き
、

そ
の
後
も
多
く
の
念
仏
者
の
歴
史
を
通
し
て
、
今
私
の

と
こ
ろ
に
ま
で
至
り
届
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
こ

の
大
行
を
今
度
は
私
た
ち
の
も
と
か
ら
次
の
世
代
へ
と

届
け
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

私
た
ち
は
「
行
」
と
聞
く
と
仏
教
に
お
け
る
厳
し
い

修
行
を
思
い
浮
か
べ
て
し
ま
い
ま
す
。
千
日
回
峰
行
で

あ
っ
た
り
断
食
で
あ
っ
た
り
、
長
い
時
間
を
か
け
て
経

典
を
読
誦
し
た
り
と
か
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
思
い
浮

か
べ
ま
す
。

　

ま
た
よ
く
言
わ
れ
る
の
が
真
宗
に
は
厳
し
い
行
が
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
真
宗
門
徒
の
行
と
は
い
っ
た
い

何
な
の
で
し
ょ
う
か
。
法
然
上
人
は
称
名
念
仏
が
我
々

の
行
で
あ
る
と
教
え
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
口
に
南
無

阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
こ
と
が
行
で
あ
る
と
、
困
難
な
修

行
は
我
々
に
で
き
な
い
か
ら
口
に
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称

え
る
こ
と
で
往
生
で
き
る
の
だ
と
教
え
て
く
だ
さ
い
ま

し
た
。
し
か
し
親
鸞
聖
人
が
言
わ
れ
た
念
仏
と
は
我
々

が
口
に
出
す
称
名
念
仏
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
。『
教
行

信
証
』
の
「
行
巻
」
に
は
大
行
と
し
て
諸
仏
の
称
名
念

仏
が
説
か
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
諸
仏
と
は
私
た
ち
に

浄
土
の
教
え
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
、「
正
信
偈
」

に
は
具
体
的
に
七
高
僧
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

方
々
の
大
行
と
し
て
の
称
名
念
仏
に
対
し
て
私
た
ち
の

行
と
は
そ
の
称
名
念
仏
を
聞
く
こ
と
な
の
で
す
。「
聞
」

で
す
。
私
た
ち
の
行
は
称
名
で
は
な
く
聞
名
な
の
で

す
。
私
た
ち
に
浄
土
の
教
え
を
教
え
て
く
だ
さ
る
方
々

の
称
名
に
対
し
私
た
ち
は
聞
名
す
る
、
そ
の
こ
と
が
先

ほ
ど
か
ら
「
正
信
偈
」
の
内
容
で
お
話
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
浄
土
の
教
え
の
伝
統
、
浄
土
の
教
え
の
歴
史
に
私

た
ち
が
参
加
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　

聞
く
と
は
何
か
、
具
体
的
に
言
え
ば
こ
う
い
う
場
、

本
日
の
富
山
別
院
の
彼
岸
会
、
こ
の
場
で
す
、
こ
う
い

う
場
に
身
を
置
く
こ
と
な
の
で
す
。
何
度
も
何
度
も
こ

の
よ
う
な
場
に
身
を
置
き
続
け
る
こ
と
が
聞
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
す
。
で
は
私
た
ち
に
は
称
名
は
必
要
な

い
の
か
、
私
た
ち
の
称
名
念
仏
は
大
行
と
し
て
の
諸
仏

の
教
え
を
聞
い
た
時
、
受
け
取
っ
た
時
の
応
え
と
し
報

恩
感
謝
と
し
て
の
念
仏
が
私
た
ち
の
称
名
念
仏
な
の
で

す
。

　

聞
名
、
名
を
聞
く
と
は
何
か
、
名
と
は
声
の
こ
と
で

す
。
私
た
ち
が
声
を
聞
い
て
そ
の
声
に
応
え
る
の
で

す
。
子
供
が
お
母
さ
ん
と
文
字
で
書
い
て
も
そ
の
子
の

お
母
さ
ん
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
子
が
「
お
母
さ
ん
」
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と
そ
の
人
に
対
し
て
声
を
発
し
た
時
に
、
子
供
と
お
母

さ
ん
の
関
係
が
成
り
立
つ
の
で
す
。
名
が
声
に
な
っ
た

こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
子
に
と
っ
て
の
お
母
さ
ん

に
な
れ
る
の
で
す
。

　

そ
の
名
と
い
う
の
は
言
葉
で
す
。
阿
弥
陀
仏
の
は
た

ら
き
と
し
て
光
明
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
ま
す
。
私
た

ち
の
闇
を
破
る
光
で
す
。
私
た
ち
の
無
明
を
破
る
は
た

ら
き
が
阿
弥
陀
仏
の
光
明
で
す
。
具
体
的
に
例
を
あ
げ

ま
す
と
、
真
っ
暗
な
部
屋
で
何
も
見
え
な
い
時
に
少
し

カ
ー
テ
ン
か
ら
月
の
光
が
入
っ
た
だ
け
で
闇
が
破
れ
て

見
え
て
く
る
時
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
阿
弥
陀
仏

の
は
た
ら
き
と
し
て
の
光
明
で
す
。
そ
の
光
明
は
阿
弥

陀
仏
の
浄
土
で
光
明
と
し
て
放
た
れ
ま
す
が
、
私
た
ち

の
い
る
穢
土
で
は
そ
の
光
明
が
声
と
な
っ
て
言
葉
と

な
っ
て
私
た
ち
に
届
く
の
で
す
。
そ
の
言
葉
が
無
明
と

し
て
生
き
て
い
る
私
た
ち
に
響
い
て
き
た
時
に
闇
が
破

ら
れ
て
い
く
の
で
し
ょ
う
。

　
「
正
信
偈
」
の
中
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
法
蔵
菩
薩

か
ら
始
ま
っ
た
大
行
が
多
く
の
念
仏
者
を
通
し
て
親
鸞

聖
人
に
ま
で
届
い
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
親

鸞
聖
人
か
ら
ま
た
多
く
の
念
仏
者
を
通
し
て
今
私
た
ち

に
届
い
て
い
る
、
そ
の
歴
史
、
そ
の
伝
統
こ
そ
が
真
宗

の
教
え
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
大
行
と
し
て

親
鸞
聖
人
は
私
た
ち
に
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
あ
り

ま
す
。
そ
し
て
私
た
ち
は
そ
の
大
行
と
し
て
届
け
ら
れ

た
真
宗
の
教
え
を
聞
く
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
私
た
ち

の
行
で
あ
り
、
そ
の
大
行
と
し
て
の
歴
史
に
参
加
し
て

い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　
　

第
二
章  

「
生
き
る
意
義
」

　

高
齢
者
の
介
護
の
課
題

　

今
回
の
法
話
の
ご
依
頼
を
受
け
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

時
に
、
講
題
を
と
い
う
こ
と
で
「
生
き
る
意
義
・
生
き

る
喜
び
」
と
い
う
題
を
出
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

特
に
こ
の
「
生
き
る
意
義
」
と
い
う
こ
と
が
前
か
ら
私

の
中
で
の
課
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
き
っ
か
け

は
高
岡
教
務
所
で
南
砺
市
の
方
か
ら
お
話
を
い
た
だ
い

た
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
ど
う
い
う
お
話
か
と
い
う
と

「
町
ぐ
る
み
で
支
え
合
い
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
南
砺

市
。
地
域
共
同
社
会
を
目
指
し
て
」
と
い
う
取
り
組
み

の
話
で
す
。
具
体
的
に
言
う
と
、
介
護
が
必
要
な
高
齢

者
の
方
々
と
共
に
住
み
よ
い
町
、
暮
ら
し
や
す
い
地
域

を
作
っ
て
い
こ
う
と
い
う
取
り
組
み
を
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
の
中
で
自
殺
に
関
す
る
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
南

砺
市
で
六
十
歳
以
上
の
男
女
別
の
自
殺
死
亡
率
の
調
査

が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
結
果
で
特
に
注
目
さ
れ
た

の
が
、
七
十
歳
代
の
女
性
の
自
殺
死
亡
率
が
全
国
平
均
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一
七
・
四
人
に
対
し
て
南
砺
市
は
五
五
・
四
人
と
、
全
国

平
均
の
三
倍
の
自
殺
死
亡
率
の
数
字
が
出
た
そ
う
で

す
。
あ
あ
い
う
田
舎
で
平
均
よ
り
三
倍
も
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
非
常
に
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。
そ
こ
で
そ
の
自

殺
さ
れ
た
高
齢
者
の
女
性
の
生
活
状
況
を
調
べ
ま
す

と
、
独
居
が
ゼ
ロ
で
全
て
が
家
族
と
同
居
の
方
々
な
の

で
す
。
そ
こ
に
は
ど
ん
な
理
由
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
中
に
は
家
族
に
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
と
い
う
思

い
か
ら
自
ら
命
を
絶
た
れ
た
方
も
お
ら
れ
た
と
思
い
ま

す
。
亡
く
な
ら
れ
た
方
に
理
由
を
聞
く
わ
け
に
は
い
か

な
い
の
で
、
は
っ
き
り
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
。
し
か
し

そ
こ
に
は
や
は
り
、
生
き
る
意
義
、
生
き
る
意
味
を
失
っ

た
と
い
う
こ
と
が
理
由
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま

す
。
自
ら
生
き
る
意
味
を
失
っ
て
い
く
こ
と
も
あ
る
で

し
ょ
う
が
、
そ
こ
に
は
周
り
が
そ
の
人
の
生
き
る
意
義

を
奪
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。

　

こ
の
話
の
最
後
に
話
を
さ
れ
た
方
は
、
私
た
ち
に
「
僧

侶
で
あ
る
あ
な
た
方
に
も
真
剣
に
こ
の
問
題
に
関
わ
っ

て
欲
し
い
、
あ
な
た
方
僧
侶
の
力
が
ぜ
ひ
必
要
だ
」
と

い
う
こ
と
を
言
わ
れ
ま
し
た
。
私
た
ち
は
介
護
に
関
し

て
は
素
人
で
す
の
で
具
体
的
な
現
実
的
な
問
題
を
解
決

す
る
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
現
実
的
な
問

題
を
解
決
で
き
る
の
は
、
病
院
や
施
設
や
介
護
士
の
方

や
お
医
者
さ
ん
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
人
生
に
は
こ

の
よ
う
な
介
護
の
問
題
以
外
に
も
様
々
な
現
実
的
な
問

題
が
あ
り
ま
す
、
そ
の
現
実
的
な
問
題
を
現
実
的
に
解

決
し
て
も
、
ま
た
新
た
な
現
実
的
な
問
題
が
出
て
き
ま

す
。
大
事
な
こ
と
は
現
実
的
な
問
題
の
奥
に
あ
る
原
理

的
な
問
題
、
人
間
の
根
本
的
問
題
に
触
れ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
僧
侶
で
あ
る
私
た

ち
に
関
わ
っ
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
真
宗

の
教
え
を
聞
く
者
に
そ
の
人
間
の
根
本
的
な
問
題
と
し

て
関
わ
っ
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
に
と
っ
て
こ
の
お
話
が
心
に
響
い
て
き
た
の
に
は

理
由
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
自
分
自
身
の
父
親
の
介
護

の
体
験
で
す
、
も
う
亡
く
な
り
ま
し
た
が
父
親
の
在
宅

介
護
を
約
五
年
程
や
り
ま
し
た
。
そ
の
時
は
介
護
す
る

側
と
介
護
さ
れ
る
側
の
思
い
の
違
い
か
ら
、
た
び
た
び

ぶ
つ
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
話
を
聞
い
て

思
い
出
し
た
父
親
の
言
葉
が
あ
り
ま
す
。「
わ
し
は
留
守

番
ひ
と
つ
も
で
き
ん
、
な
ん
の
役
に
も
た
た
ん
人
間
や

な
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
こ
の
言
葉
が
私
の
こ
の
問
題

に
対
し
て
の
原
点
だ
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。

　

障
害
者
に
生
き
る
意
味
は
あ
る
の
か

　

さ
て
、
こ
の
「
生
き
る
意
義
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
も
う
一
つ
の
お
話
が
あ
り
ま
す
。

二
年
前
の
高
岡
大
谷
会
館
の
報
恩
講
で
お
聞
き
し
た
お

話
で
す
。
そ
の
話
を
少
し
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
皆
さ
ん
も
ご
存
知
の
事
件
だ
と
思
い
ま
す
が
、

二
〇
一
六
年
七
月
二
十
六
日
に
神
奈
川
県
相
模
原
市
津

久
井
や
ま
ゆ
り
園
で
起
き
た
相
模
原
障
害
者
施
設
殺
傷

事
件
に
関
し
て
の
話
で
し
た
。
今
か
ら
四
年
前
に
な
り

ま
す
が
、
津
久
井
や
ま
ゆ
り
園
で
、
元
職
員
が
そ
こ
に

い
る
障
害
者
の
方
々
を
次
々
と
殺
し
た
り
傷
つ
け
た
り

し
た
事
件
で
す
。

　

そ
の
事
件
に
は
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
犯
人
は
犯
行
を
前
に
衆
議
院
議
長
に
手
紙
を

送
っ
て
い
た
の
で
し
た
。
そ
の
手
紙
の
内
容
は
、
そ
う

い
う
施
設
に
い
る
人
間
に
は
何
の
価
値
も
な
い
、
生
き

る
価
値
が
な
い
。
一
人
で
は
生
き
ら
れ
な
い
し
、
周
り

の
人
間
に
迷
惑
を
か
け
な
い
と
生
き
て
い
け
な
い
。
日

本
に
は
安
楽
死
と
い
う
制
度
が
な
い
の
で
、
私
が
代
わ

り
に
安
楽
死
さ
せ
て
や
る
の
だ
と
、
そ
し
て
こ
の
こ
と



	 9 富	山　如	大	地　第148号
◆ ◆

は
、
日
本
人
み
ん
な
が
思
っ
て
い
る
こ
と
だ
か
ら
、
私

が
み
ん
な
の
代
わ
り
に
安
楽
死
さ
せ
て
や
る
の
だ
と
、

こ
う
い
う
内
容
の
手
紙
を
衆
議
院
議
長
に
送
っ
た
わ
け

で
す
。
そ
の
話
の
後
、
講
師
の
方
も
言
っ
て
お
ら
れ
ま

し
た
が
、
私
も
同
じ
思
い
で
し
た
、
つ
ま
り
そ
の
手
紙

の
内
容
を
聞
い
た
時
、
私
た
ち
は
犯
人
に
対
し
て
反
論

す
る
の
で
す
。
人
間
に
は
、
ど
ん
な
人
間
に
も
生
き
る

価
値
が
あ
る
の
だ
と
、
た
と
え
ば
、
子
供
が
自
分
で
は

何
も
で
き
な
い
よ
う
な
障
害
者
で
も
、
そ
の
子
が
生
き

て
い
る
だ
け
で
、
家
族
や
親
は
生
き
る
希
望
が
与
え
ら

れ
る
の
で
は
な
い
か
。
寝
た
き
り
と
な
っ
た
老
人
に
も

何
か
生
き
る
価
値
が
あ
る
は
ず
だ
と
。

　

そ
し
て
そ
の
時
の
話
に
は
ま
だ
続
き
が
あ
り
ま
す
。

東
大
の
ゼ
ミ
の
様
子
を
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
ｅ
テ
レ
（
以
前
の
教

育
テ
レ
ビ
）
で
放
送
し
て
い
た
話
で
す
。
私
は
見
て
い

ま
せ
ん
の
で
そ
の
時
に
聞
い
た
話
を
し
ま
す
が
、
ゼ
ミ

と
い
う
の
は
講
義
で
は
な
く
、
何
人
か
の
グ
ル
ー
プ
で

テ
ー
マ
を
出
し
て
話
し
合
う
と
い
う
形
式
の
授
業
で

す
。
そ
の
ゼ
ミ
の
テ
ー
マ
は
障
害
者
に
生
き
る
意
味
は

あ
る
の
か
と
い
う
内
容
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
私
は
実
際

に
見
て
い
な
い
の
で
想
像
で
す
が
、
生
き
る
意
味
が
無

い
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
は
な
く
、
そ
う
い
う

人
た
ち
に
も
生
き
る
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
伝
え

た
か
っ
た
、
そ
う
い
う
趣
旨
の
内
容
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
ど
う
い
う
こ
と
を
し
た
か
と
い
う
と
、
体
の

筋
肉
が
衰
え
て
い
き
、
手
や
足
が
動
か
な
く
な
り
、
口

や
あ
ご
の
筋
肉
も
衰
え
て
し
ゃ
べ
れ
な
く
な
っ
た
方
に

対
し
て
、
障
害
者
に
生
き
る
意
味
、
生
き
る
価
値
が
あ

る
の
か
と
い
う
質
問
を
し
た
そ
う
で
す
。
そ
の
方
は
し
ゃ

べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
が
、
五
十
音
の
表
が
あ
っ

て
、
目
の
網
膜
の
動
き
を
機
械
が
読
み
と
る
こ
と
に
よ
っ

て
文
章
を
作
り
、
意
思
を
伝
え
る
と
い
う
の
で
す
。
事

前
に
そ
の
質
問
は
提
出
し
て
あ
り
、
そ
の
方
は
文
章
と

し
て
答
え
を
持
っ
て
こ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
何
と
答
え

ら
れ
た
か
と
い
う
と
、「
私
た
ち
障
害
者
に
生
き
る
意
味

や
生
き
る
価
値
は
あ
る
の
か
と
い
う
質
問
を
す
る
時
点

で
、
あ
な
た
た
ち
は
や
ま
ゆ
り
園
の
犯
人
と
い
っ
し
ょ

で
す
」
そ
う
答
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

生
き
る
価
値
と
し
て
人
を
見
る

　

私
は
介
護
が
必
要
な
高
齢
者
の
方
や
、
障
害
を
も
っ

た
方
々
、
一
人
で
生
活
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
、
そ

う
い
う
方
々
に
生
き
る
意
味
が
あ
る
の
か
と
た
ず
ね
ら

れ
た
時
、
絶
対
に
何
か
生
き
る
意
味
は
あ
る
は
ず
だ
と

い
う
思
い
か
ら
、
自
分
の
中
で
自
分
の
考
え
で
そ
の
人

の
生
き
る
意
味
を
自
分
勝
手
に
作
り
上
げ
て
い
た
の
で

す
。
そ
こ
に
は
生
き
る
意
味
と
い
う
こ
と
を
心
の
奥
底

で
、
生
き
る
「
価
値
」
に
変
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
価

値
と
は
何
か
。
そ
れ
は
有
用
性
と
い
う
こ
と
で
す
。
何

か
他
の
人
の
役
に
立
つ
こ
と
、
例
え
ば
家
族
で
あ
れ
ば
、

父
親
は
家
族
の
為
に
家
事
は
何
も
し
な
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
し
か
し
お
金
を
稼
い
で
き
て
く
れ
る
、
家
族

に
と
っ
て
有
用
性
が
あ
る
こ
と
で
す
ね
。
お
じ
い
ち
ゃ

ん
や
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
い
て
、
お
金
は
稼
げ
な
い
け
れ

ど
も
年
金
で
子
供
に
ち
ょ
っ
と
で
も
お
小
遣
い
を
く
れ

た
り
、
父
母
が
共
働
き
で
夕
方
に
家
に
い
な
い
、
お
じ

い
ち
ゃ
ん
が
ま
だ
免
許
を
持
っ
て
い
る
の
で
雨
の
降
っ

た
日
に
子
供
を
車
で
迎
え
に
行
っ
て
く
れ
る
。
こ
れ
も

有
用
性
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
私
た
ち
は
人
間
の
生

き
る
意
味
と
い
う
も
の
を
、
生
き
る
価
値
つ
ま
り
人
間

の
有
用
性
に
自
然
と
置
き
換
え
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
自

分
一
人
で
生
き
て
い
け
な
い
老
人
は
有
用
性
を
無
く
し

て
し
ま
っ
た
か
ら
、
そ
こ
に
生
き
る
意
味
を
見
失
っ
て

い
く
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
周
り
の
者
が
生
き
る
意
味
を

生
き
る
価
値
に
変
え
て
し
ま
い
、
そ
の
人
か
ら
生
き
る



	 10富	山　如	大	地　第148号
◆ ◆

意
味
を
奪
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

　

だ
か
ら
と
い
っ
て
私
に
は
生
き
る
意
味
と
い
う
こ
と

は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
二
〇
二
三
年
に
計
画
さ
れ
て
い
る

「
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・
立
教
開
宗

八
百
年
慶
讃
法
要
」
に
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏　

人
と
生

ま
れ
た
こ
と
の
意
味
を
た
ず
ね
て
い
こ
う
」
と
い
う
テ
ー

マ
が
掲
げ
ら
れ
ま
し
た
。
生
き
る
意
味
を
生
き
る
価
値
、

人
間
の
有
用
性
に
す
り
替
え
て
し
ま
う
よ
う
な
、
そ
ん

な
私
た
ち
の
自
分
勝
手
な
思
い
、
は
か
ら
い
で
生
き
る

意
味
と
い
う
こ
と
を
た
ず
ね
る
の
で
は
な
く
、
南
無
阿

弥
陀
仏
に
生
ま
れ
た
こ
と
の
意
味
、
生
き
る
意
味
を
た

ず
ね
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
私
た
ち
の
組
で
は
毎
年
七
月

一
日
か
ら
三
日
ま
で
「
夏
期
仏
教
講
座
」
と
い
う
講
座

が
あ
り
、
七
月
末
に
は
「
暁
天
講
座
」
が
三
日
間
あ
り

ま
す
。
私
は
組
の
役
員
を
し
て
い
ま
す
の
で
、
今
年
は

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
こ
と
も
あ
り
、
そ
れ

ら
を
中
止
に
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
組
の
教
化

委
員
会
で
僧
侶
と
門
徒
会
会
長
、
推
進
員
会
長
が
集

ま
っ
て
、
一
年
間
の
教
化
事
業
を
ど
う
す
る
か
と
い
う

会
議
を
し
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
私
は
何
か
あ
っ
た
ら
大

変
だ
か
ら
今
年
は
中
止
に
し
よ
う
と
提
案
し
ま
し
た
。

す
る
と
、
門
徒
会
長
が
「
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
を
理
由
に

行
事
も
何
も
か
も
や
め
に
し
て
い
る
、
そ
れ
で
は
い
か

ん
」
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
の
で
す
。
そ
こ
で
一
気

に
会
議
の
雰
囲
気
は
何
と
か
し
て
や
ろ
う
と
い
う
ふ
う

に
変
わ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
今
日
み
た
い
に
間
隔
を

あ
け
て
、
マ
ス
ク
を
つ
け
て
、
消
毒
液
を
置
い
て
時
間

も
短
縮
し
て
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。「
夏
期
仏
教
講

座
」
は
三
日
間
で
三
人
の
方
が
お
話
を
さ
れ
ま
す
が
、

そ
の
初
日
に
城
端
別
院
の
輪
番
さ
ん
が
来
ら
れ
て
お
話

を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
時
に
仏
教
詩
人
の
榎

本
栄
一
さ
ん
の
「
朝
」
と
い
う
詩し

を
紹
介
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

自
分
が
ど
れ
だ
け
世
に
役
立
っ
て
い
る
か
よ
り
、

自
分
が
無
限
に
世
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
朝

の
微そ
よ
か
ぜ風
の
中
で
わ
か
っ
て
く
る

と
い
う
詩
で
す
。
人
間
の
有
用
性
を
考
え
、
人
間
の
価

値
を
自
分
勝
手
に
作
り
上
げ
、
作
り
上
げ
た
自
分
の
思

い
に
苦
し
ん
で
い
る
私
た
ち
に
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え

る
よ
り
も
、
私
が
生
き
て
い
る
の
は
た
く
さ
ん
の
方
の

支
え
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
の
だ
と
、
そ
う
い
う
こ
と

が
朝
の
微
風
の
中
で
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

　

こ
の
詩
に
よ
っ
て
南
砺
市
の
介
護
の
こ
と
や
、
東
大

の
ゼ
ミ
の
中
で
障
害
者
の
方
が
言
わ
れ
た
言
葉
に
つ
い

て
少
し
で
す
が
自
分
な
り
に
頷
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ

う
に
思
え
ま
し
た
。

　

さ
て
、
現
在
感
染
症
拡
大
と
い
う
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ

る
こ
と
が
ス
ト
ッ
プ
し
て
い
ま
す
が
、
今
日
は
彼
岸
会

と
い
う
場
を
作
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
あ
り
が
た
い

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
報
恩
講
の
時
期
に
お

寺
は
入
っ
て
い
き
ま
す
。
う
ち
は
十
一
月
で
す
が
、
ど

う
い
う
形
に
す
る
か
、
今
年
は
お
斎
が
な
く
な
っ
た
り

す
る
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
変
わ
っ

て
い
く
中
で
、
皆
さ
ん
が
様
々
な
対
策
を
し
て
こ
の
場

に
身
を
運
ん
で
聴
聞
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
大

事
な
こ
と
で
あ
り
尊
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
は
、
お
招
き
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
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門
首
継
承
式
団
体
参
拝
に
参
加
し
て

　

連
日
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
報
道
で
、
い

ろ
い
ろ
な
行
事
が
中
止
と
な
る
中
、
門
首
継
承
式
団
体

参
拝
の
お
話
を
聞
き
参
拝
す
る
か
迷
っ
て
い
た
と
き
、

無
二
の
親
友
よ
り
一
緒
に
参
拝
し
よ
う
と
私
の
背
中
を

押
し
て
も
ら
い
、
出
発
当
日
ま
で
体
調
に
気
を
つ
け
参

加
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
バ
ス
に
乗
車
す
る
前
検

温
を
受
け
、
定
員
も
半
数
と
制
限
さ
れ
隣
に
座
る
人
も

な
く
車
中
は
静
か
な
ム
ー
ド
で
し
た
が
、
添
乗
員
の
方

の
気
働
き
や
教
務
所
の
引
率
者
の
方
々
の
法
話
等
で
楽

し
く
過
ご
し
ま
し
た
。
初
日
は
長
浜
別
院
大
通
寺
を
参

拝
し
、
翌
日
本
山
御
影
堂
で
の
継
承
式
に
参
列
し
、
大

谷
暢
顯
前
門
首
が
二
十
四
年
間
務
め
を
は
た
さ
れ
、
退

任
の
ご
挨
拶
を
な
さ
れ
る
姿
に
六
年
前
の
富
山
別
院
宗

祖
親
鸞
聖
人
七
百
五
十
回
御
遠
忌
法
要
に
、
大
谷
暢
顯

前
門
首
に
よ
る
帰
敬
式
で
受
式
し
、
法
名
を
い
た
だ
く

こ
と
が
出
来
た
時
の
感
動
の
お
も
い
が
一
度
に
目
に
浮

か
び
心
が
熱
く
な
り
ま
し
た
。
大
谷
暢
裕
二
十
六
代
門

首
が
外
国
語
を
交
え
て
表
白
を
な
さ
る
姿
に
、
世
界
中

の
人
々
に
真
宗
の
み
教
え
を
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
を
届

け
る
強
い
お
も
い
を
感
じ
、
世
界
に
同
朋
の
声
が
伝
わ

る
新
し
い
時
代
と
未
来
に
お
も
い
を
馳
せ
ま
し
た
。
ま

た
と
な
い
勝
縁
に
全
国
か
ら
参
拝
さ
れ
た
多
く
の
同
朋

と
『
正
信
偈
』
を
唱
和
し
、
声
の
限
り
『
恩
徳
讃
』
を

斉
唱
し
た
声
が
、
感
染
症
対
策
で
前
後
左
右
十
分
な
間

隔
で
椅
子
席
が
配
備
さ
れ
て
い
た
御
影
堂
に
大
き
く

ず
っ
し
り
と
響
き
わ
た
り
、
も
し
こ
れ
が
コ
ロ
ナ
の
な

い
平
常
時
で
あ
れ
ば
ど
ん
な
光
景
で
あ
っ
た
の
か
と
想

像
し
、
ま
た
一
段
と
感
慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

荘
厳
直
し
が
な
さ
れ
二
十
一
日
か
ら
報
恩
講
が
勤
ま
る

本
山
を
後
に
し
て
、
今
日
か
ら
心
新
た
に
如
来
、
聖
人

の
尊
い
ご
縁
に
導
か
れ
聞
法
生
活
を
続
け
て
ま
い
り
た

い
と
願
う
ば
か
り
で
す
。
無
事
に
楽
し
い
意
義
あ
る
二

日
間
に
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
皆
様
に
心
よ
り
感
謝
い
た

し
ま
す
。

第
十
組
　
福
恩
寺
門
徒
　
米
田
　
紀
子

＊　
　

 　

＊　

 　
　

＊

　

去
る
十
一
月
十
九
日
か
ら
二
十
日
に
か
け
て
門
首
継

承
式
団
体
参
拝
に
参
加
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
厳
し

い
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
い
ろ
い
ろ
な
方
の
配
慮
や
手
配
、

準
備
等
の
お
か
げ
で
無
事
帰
宅
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
こ
の
ま
た
と
な
い
好
機
に
恵
ま
れ
た
ご
縁
、
御
同

朋
の
方
々
に
出
遇
え
た
ご
縁
が
と
て
も
う
れ
し
く
喜
ん

で
い
ま
す
。
い
た
だ
い
た
ご
縁
を
大
事
に
一
日
一
日
を

大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
年
を
重

ね
る
に
つ
れ
不
自
由
が
増
え
て
い
き
ま
す
。
我
身
に
起

こ
る
状
況
に
不
平
不
満
を
言
い
腹
も
立
て
ま
す
。
こ
ん

な
愚
か
で
浅
は
か
な
身
を
不
憫
に
お
も
い
、
気
に
か
け

て
く
だ
さ
る
阿
弥
陀
如
来
、
聖
人
さ
ま
が
い
て
く
だ
さ

り
、
心
強
く
穏
や
か
で
い
ら
れ
ま
す
。
生
涯
、
仏
法
聞

法
と
お
念
仏
の
あ
る
生
活
を
大
切
に
暮
ら
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。第

十
組
　
福
恩
寺
門
徒
　
黒
田
　
孝
子
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　1207年、親鸞聖人（1173～1262）が越後に流罪の折、越中国新川郡荻生村金津の
民家に立ち寄られ、教えを受けた先祖が、一乗坊という号を賜り一宇創立されたの
が始まりと伝わっています。ですから、この一乗坊玄海という方が開基です。なお
寺号の「本傳寺」は、本願寺第十代證如上人（1516～1554）より賜りました。
　その後、慶長年中（1596～1614）に惹起した本願寺東西分立の時（※１）類焼に
罹り、ご本尊のみ免れましたが、その他の記録等が全て焼失してしまい、開基の一
乗坊玄海からの史料が無く、不詳なのです。
　現在の地に移ったのは、天保年間（1681～1683）からであると伝わっています。

※１ 本願寺東西分立時の伝承
 「本願寺東西分立時、この地方の教如上人（1558～1614）を支持する中心人物は青木村真
蔵（入善町浄慶寺）、生地村正秀（専念寺）、荻生村玄正（本傳寺）ら 6 人であった。
　そのうち真蔵と正秀は前田利家の配下に捕らえられて、神通川原で打ち首になり、玄正
ら 4 人も捕らえられたが、地頭の口添えで命だけは助かった。しかし、教如派に対する追
求は厳しく、これらの人を国外に追放し、寺を焼き払い、もし本人が国内に残っていれば、
見つけ次第成敗するということを高札で告げていた」。と伝わっています。

お
寺
紹
介

教
区
内
の
お
寺
と
そ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

今
回
は
第
十
二
組
本
傳
寺
の
若
院
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

渕
上
山 

本ほ
ん 

傳で
ん 

寺じ

（
黒
部
市
沓
掛
）

境内内にある親鸞聖人像 現在の境内の様子

現在の本堂が建った頃の様子（平成元年）
 ・

本傳寺の成り立ちと経緯について
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お
寺
で
の
仏
事
の
ご
案
内
や
ご
報
告
、
親
鸞
聖
人
が

お
作
り
に
な
っ
た
和
讃
を
味
わ
う
と
い
っ
た
内
容
に

な
っ
て
い
ま
す
。
Ａ
4
サ
イ
ズ
で
両
面
印
刷
し
、
半
分

に
折
っ
て
お
渡
し
し
て
い
ま
す
。

　

若
坊
守
の
里
奈
さ
ん

が
講
師
と
な
っ
て
開
催

し
て
い
ま
す
。
今
は
親

子
ヨ
ガ
、
産
後
の
骨
盤

ス
リ
ム
ヨ
ガ
が
中
心
で

す
が
、
今
後
は
開
催
時

間
を
夜
に
し
た
り
、
イ

ス
ヨ
ガ
を
し
た
り
な

ど
、
い
ろ
い
ろ
と
計
画

中
。

　

こ
れ
ま
で
に
バ
ン
ド

演
奏
で
の
ラ
イ
ブ
、

コ
ー
ラ
ス
中
心
の
音
楽

祭
を
開
催
し
て
き
ま
し

た
。
お
寺
の
近
隣
の
皆

さ
ん
な
ど
も
お
越
し
下

さ
い
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
感
染
状
況
を
鑑
み

な
が
ら
次
回
開
催
を
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

お
寺
の
参
道
と
丸
山
豆
腐
店
さ
ん
に
毎
月
法
語
を
掲

示
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
暁
天
講
座
や
ご
法
事
で
お
寺
に
お
参
り
下

さ
っ
た
方
に
、
お
菓
子
と
い
っ
し
ょ
に
法
語
カ
ー
ド
を

作
っ
て
お
渡
し

し
て
い
ま
す
。

お
子
さ
ん
に
は

風
船
な
ど
を
添

え
て
い
ま
す
。

　

四
年
前
に
御
門
徒
さ
ん
か
ら

の
要
望
を
き
っ
か
け
に
作
り
ま

し
た
。
ブ
ロ
グ
を
掲
載
し
た

り
、
最
近
で
はY

ouT
ube

を
活

用
し
な
が
ら
運
営
し
て
い
ま

す
。
月
に
一
回
は
更
新
す
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。

◎
こ
れ
か
ら
に
つ
い
て 

…
…
「
自
分
が
聞
法
す
る
」

と
い
う
姿
勢
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
聞
法
会
や
お
勤
め

練
習
会
、
長
期
休
み
を
利
用
し
て
の
子
ど
も
会
な
ど
が

で
き
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

寺
報｢
ま
ん
ま
ん
だ
よ
り｣

の
発
行

お
寺
で
ヨ
ガ

伝
道
掲
示

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

音
楽
イ
ベ
ン
ト

https://hondenji0704.jimdofree.com/

HPのQRコード

（『まんまんだより』38号）

こ
ん
な
こ
と
を 

　
　

　
　 

や
っ
て
い
ま
す

1

２３

４５
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お
仏ぶ

供く

は
な
ぜ
ご
飯
な
の
か
。

　
　
パ
ン
で
も
い
い
の
か
。

司
会　

皆
さ
ん
、
門
徒
さ
ん
の
家
に
お
参
り
に
行
か
れ

た
際
に
、
お
仏
供
は
お
備
え
し
て
あ
り
ま
す
か
。

委
員
Ａ　

お
備
え
し
て
あ
る
家
が
多
い
で
す
が
、
な
い

家
も
あ
り
ま
す
。
お
寺
か
ら
お
参
り
に
来
て
も
ら
う
日

だ
け
お
仏
供
を
お
備
え
す
る
家
も
あ
り
ま
す
。
パ
ン
や

お
菓
子
を
お
供
え
し
て
あ
る
家
も
あ
り
ま
す
ね
。

委
員
Ｂ　

そ
も
そ
も
な
ぜ
お
仏
供
を
お
備
え
す
る
の
で

し
ょ
う
か
。

司
会　

か
つ
て
お
米
が
貴
重
で
常
に
食
べ
る
こ
と
が
で

き
な
い
時
代
が
あ
り
、
貴
重
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
ま
ず
仏

さ
ま
に
、
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

委
員
Ａ　

亡
く
な
っ
た
方
々
に
食
べ
て
ほ
し
い
か
ら
お

仏
供
を
お
備
え
す
る
と
い
う
思
い
を
持
っ
て
い
る
方
も

多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
お
菓
子

や
お
酒
を
お
供
え
す
る
の
で
し
ょ
う
。

日々の法務の折に、ご門徒の方からいろいろな質問を受けることがあります。
そのような質問について、『如大地』編集委員で座談をしました。

今回は、二つの質問についての座談を掲載します。

仏事について日常の疑問
～ 編集委員座談より ～

新コーナー
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委
員
Ｃ　

話
が
少
し
横
に
そ
れ
ま
す
が
、
門
徒
さ
ん
か

ら
、
一
部
の
地
域
で
は
、
葬
儀
の
後
に
赤
飯
を
配
る
と

こ
ろ
が
あ
る
。
毎
日
白
米
で
な
く
て
も
、
五
十
回
忌
な

ど
の
節
目
の
時
に
は
赤
飯
を
お
仏
供
に
し
て
も
よ
い
の

で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

委
員
Ｂ　

私
は
い
の
ち
の
糧
、
い
の
ち
の
基
と
な
る
ご

飯
を
お
備
え
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
食
の
恵
み
に
日
々

感
謝
す
る
た
め
、
と
教
わ
り
ま
し
た
。

委
員
Ｄ　

な
ぜ
ご
飯
で
お
仏
供
を
お
備
え
す
る
の
か
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
諸
説
あ
り
ど
れ
が
本
当
な
の
か

わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
白
米
を
そ
う
そ
う
食
べ

ら
れ
な
か
っ
た
頃
は
、
白
米
に
対
す
る
人
々
の
思
い
も

今
と
は
全
く
違
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

司
会　

お
仏
供
を
含
め
た
荘
厳
（
お
内
仏
の
お
か
ざ
り
）

は
極
楽
浄
土
を
表
し
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
お
仏

供
と
他
の
お
供
え
物
と
は
区
別
す
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

お
仏
供
以
外
の
お
供
え
物
は
、
お
内
仏
の
手
前
に
置
く

の
が
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。

委
員
Ｂ　

お
仏
供
を
「
そ
な
え
る
」
と
い
う
と
き
は
、

「
供
え
る
」
で
は
な
く
「
備
え
る
」
と
書
き
ま
す
。「
備
」

を
使
う
と
い
う
こ
と
は
、
お
仏
供
が
浄
土
を
表
す
荘
厳

の
一
部
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

委
員
Ｂ　

昔
イ
ン
ド
で
人
を
も
て
な
す
た
め
に
、
お
花
・

お
香
・
浄
水
・
燈
明
・
食
事
を
用
意
し
た
そ
う
で
す
。

そ
れ
が
仏
前
の
荘
厳
の
起
源
と
な
っ
た
よ
う
で
す
。
で

も
他
宗
で
は
、
仏
さ
ま
に
向
け
て
の
荘
厳
と
い
う
考
え

方
で
あ
る
よ
う
で
す
。

委
員
Ａ　

通
仏
教
（
仏
教
全
般
）
と
浄
土
真
宗
の
荘
厳

に
対
す
る
考
え
方
の
違
い
は
あ
り
ま
す
ね
。
こ
ち
ら
か

ら
仏
さ
ま
の
方
へ
向
か
う
の
か
、
仏
さ
ま
か
ら
こ
ち
ら

に
向
か
っ
て
く
だ
さ
る
の
か
。

委
員
Ｅ　

い
つ
も
朝
は
ご
飯
を
炊
か
ず
に
パ
ン
を
食
べ

て
い
る
か
ら
パ
ン
を
お
供
え
す
る
と
い
う
の
は
、
自
分

中
心
の
考
え
方
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
仏
さ
ま
を
中

心
に
考
え
る
な
ら
ば
、
き
ち
ん
と
ご
飯
を
炊
い
て
お
仏

供
を
お
備
え
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

司
会　

私
た
ち
の
主
食
が
ご
飯
で
な
か
っ
た
ら
、
お
仏

供
は
別
の
形
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
時
代

と
と
も
に
主
食
も
変
わ
っ
て
い
く
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

し
、
そ
れ
は
仕
方
の
な
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

お
仏
供
の
原
点
、
本
来
の
意
味
を
き
ち
ん
と
お
伝
え
し

て
い
く
こ
と
は
大
切
な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

委
員
Ｂ　

パ
ン
が
主
食
に
な
っ
て
い
る
人
に
は
、
パ
ン

を
使
っ
た
荘
厳
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

委
員
Ｄ　

本
来
の
形
や
意
味
が
分
か
ら
な
く
て
、
パ
ン

を
お
供
え
す
る
の
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が

問
題
で
あ
っ
て
、
仏
事
の
崩
壊
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い

と
思
い
ま
す
。
本
来
の
意
味
が
分
か
っ
て
い
て
、
そ
の

う
え
で
パ
ン
を
お
供
え
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
問
題
は

な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

委
員
Ｂ　

伝
統
と
い
っ
て
も
形
だ
け
を
伝
え
れ
ば
よ
い

と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
味
も
き
ち
ん
と
伝
え

て
い
く
こ
と
が
大
事
な
の
で
し
ょ
う
。
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お
仏
供
を
含
め
た
荘
厳
は
、
極
楽
浄
土
を
表
し
て
い

ま
す
。
お
米
が
貴
重
だ
っ
た
こ
ろ
か
ら
ま
ず
は
仏
さ
ま

に
と
、
先
達
は
ご
飯
を
盛
っ
た
お
仏
供
を
お
備
え
し
て

き
た
長
い
伝
統
が
あ
り
ま
す
。
お
仏
供
の
代
わ
り
に
パ

ン
で
も
よ
い
と
は
簡
単
に
は
い
え
ま
せ
ん
が
、
お
仏
供

を
含
め
た
荘
厳
の
伝
統
と
そ
の
意
味
を
知
る
こ
と
が
大

切
で
す
。
そ
し
て
、
日
々
の
生
活
は
仏
さ
ま
中
心
な
の

か
自
分
中
心
な
の
か
、
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　
年
忌
法
要
は
何
回
忌
ま
で
勤
め
れ
ば
よ
い
の
か
。

　
　
法
事
を
勤
め
る
の
は
義
務
な
の
か
。

司
会　

皆
さ
ん
、
法
事
を
勤
め
る
意
義
に
つ
い
て
、
ご

門
徒
の
方
に
お
伝
え
さ
れ
て
い
ま
す
か
。

委
員
Ｄ　

そ
う
い
う
お
話
は
常
に
し
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
質
問
が
出
る
の
は
、
そ
の
お
宅
が
代
替
わ
り
し

た
と
き
が
多
い
よ
う
で
す
。
た
だ
そ
の
裏
に
は
、
法
事

を
勤
め
る
の
は
面
倒
だ
か
ら
な
る
べ
く
し
た
く
な
い
、

と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
費
用
も
か

か
り
ま
す
し
ね
。

委
員
Ｃ　

門
徒
さ
ん
か
ら
、
月
忌
参
り
に
留
守
に
し
て

い
て
も
勤
め
て
も
ら
え
な
い
か
。
命
日
で
な
く
て
も
勤

め
て
も
ら
え
れ
ば
供
養
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
他
地

域
で
は
二
十
三
回
忌
・
二
十
五
回
忌
・
二
十
七
回
忌
の

法
事
を
勤
め
る
と
の
こ
と
だ
が
な
ぜ
か
と
聞
か
れ
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
そ
も
そ
も
法
事
を
勤
め
る
意
識
が
低

下
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
危
機
感
を
持
ち
ま
す
。

委
員
Ａ　

法
事
を
続
け
て
勤
め
る
と
、「
法
事
疲
れ
」
に

な
っ
て
い
る
方
も
い
ま
す
。「
こ
れ
だ
け
勤
め
た
か
ら
も

う
い
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。

た
だ
、
自
分
で
は
決
め
ら
れ
な
い
か
ら
お
寺
さ
ん
の
意

見
が
欲
し
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

委
員
Ｄ　

法
事
と
い
い
ま
す
が
、
本
来
は
法
要
・
法
会

で
す
。「
法
（
仏
の
教
え
）
に
会
う
」
と
い
う
こ
と
で
す

ね
。
人
間
は
忘
れ
て
し
ま
う
生
き
物
で
す
か
ら
、
こ
れ

だ
け
勤
め
た
か
ら
も
う
い
い
で
は
な
く
、
繰
り
返
し
法

事
を
勤
め
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。

司
会　

今
年
は
コ
ロ
ナ
禍
で
中
止
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

法
事
も
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
き
っ
か
け
に

し
て
、
法
事
を
勤
め
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
懸
念

さ
れ
ま
す
。

委
員
Ｂ　

な
ぜ
法
事
を
勤
め
た
く
な
い
と
ご
門
徒
の

方
々
は
思
う
の
で
し
ょ
う
か
。
門
徒
の
方
々
が
も
う
勤

め
た
く
な
い
と
思
う
よ
う
な
法
事
を
、
我
々
僧
侶
が
行
っ

て
い
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
法
事
を
勤
め
て

よ
か
っ
た
」
と
思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
法
事
を
勤
め

て
い
な
い
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

委
員
Ｄ　

僧
侶
側
の
力
不
足
も
あ
る
で
し
ょ
う
ね
。

委
員
Ｂ　

自
分
が
も
し
法
事
に
参
列
し
て
い
る
側
だ
っ

た
ら
、
意
味
の
わ
か
ら
な
い
お
経
を
聞
い
て
い
る
と
、

早
く
終
わ
ら
な
い
か
な
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
ね
。
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委
員
Ｄ　
「
法
会
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
お
経
な

し
で
法
話
だ
け
で
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

供
養
の
た
め
の
お
経
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
で
も

実
際
は
あ
り
え
な
い
で
し
ょ
う
。
だ
い
た
い
法
話
よ
り

お
経
の
方
が
長
い
で
す
ね
。
お
経
が
短
い
と
、
門
徒
さ

ん
が
納
得
し
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

司
会　

長
生
き
の
時
代
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
れ

か
ら
は
、
親
の
五
十
回
忌
を
勤
め
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ

て
い
く
で
し
ょ
う
。

委
員
Ｄ　

今
の
若
い
方
に
し
て
み
た
ら
、
顔
も
知
ら
な

い
先
祖
の
法
事
を
な
ぜ
勤
め
る
の
か
、
と
い
う
思
い
も

あ
る
で
し
ょ
う
ね
。

委
員
Ａ　

で
も
、
亡
き
方
々
と
の
機
縁
を
い
た
だ
い
て

法
事
を
勤
め
る
の
で
す
か
ら
ね
。

委
員
Ｄ　

そ
の
こ
と
を
日
頃
強
く
お
伝
え
し
て
い
る
の

で
す
が
法
事
を
勤
め
る
と
、「
気
持
ち
が
楽
に
な
り
ま
し

た
」「
亡
き
父
も
喜
ん
で
い
ま
す
」
な
ど
と
言
わ
れ
た
り

し
ま
す
。

司
会　

そ
れ
は
、
自
分
が
安
心
し
た
い
か
ら
法
事
を
勤

め
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
亡
き
方
に
向
け

て
の
法
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

委
員
Ｄ　

真
宗
の
教
え
、
法
事
に
対
す
る
考
え
方
が
わ

か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

委
員
Ａ　

ど
う
し
て
も
「
亡
き
方
の
供
養
の
た
め
の
法

事
」
と
い
う
認
識
が
強
い
と
思
い
ま
す
ね
。

委
員
Ｄ　

供
養
が
悪
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
供
養

を
と
お
し
て
真
宗
の
教
え
に
出
遇
っ
て
い
け
ば
い
い
。

で
も
、
供
養
の
と
こ
ろ
で
止
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

委
員
Ａ　

供
養
の
仏
教
に
留
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
何
回

忌
ま
で
法
事
を
勤
め
な
く
て
は
い
け
な
い
の
か
、
義
務

な
の
か
と
思
っ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
。

委
員
Ｂ　

法
事
を
始
め
る
前
に
、
法
事
の
意
義
を
お
話

し
す
る
。
あ
る
い
は
お
経
の
前
に
法
話
を
す
る
、
と
い

う
方
法
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

司
会　

繰
り
返
し
く
り
か
え
し
法
事
の
意
義
を
門
徒
さ

ん
に
お
伝
え
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
す
ね
。

　
ま
ず
は
法
事
を
勤
め
る
意
義
を
確
認
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
自
分
な
り
に
意
義
を
持
つ
こ
と
が

で
き
れ
ば
、
法
事
に
対
す
る
姿
勢
も
前
向
き
に
な
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
亡
き
方
は
、
阿
弥
陀
仏
に
出
遇
う
場

を
与
え
て
く
だ
さ
る
諸
仏
で
す
。
そ
の
場
で
あ
る
法
事

で
真
宗
の
教
え
に
出
遇
い
、
お
念
仏
申
す
人
に
な
る
こ

と
こ
そ
、
供
養
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

＊
次
号
は
「
分
骨
に
つ
い
て
」
を
掲
載
し
ま
す
。
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住
　
職
　
任
　
命
　
　

（
二
〇
二
〇
年
七
月
一
日
～
十
二
月
三
十
一
日
）　　

二
〇
二
〇
年
八
月
二
十
八
日

　

第 

十
一 

組 

立 

尅 

寺　
　

土　

肥　

真　

人

二
〇
二
〇
年
九
月
二
十
八
日

　

第 

十
二 

組 

勝 

福 

寺　
　

大
中
臣　

冬　

樹

　

第 

十
二 

組 

託 

法 

寺　
　

華
藏
閣　

行　

文

教
　
化
　
日
　
誌
　
　

（
二
〇
二
〇
年
七
月
一
日
～
十
二
月
三
十
一
日
）　　

 

7
月

6
日 

教
区
割
当
審
議
委
員
会
、
教
区
門
徒
戸
数
調
査
委
員
会

14
日 

『
如
大
地
』
編
集
会
議

16
日 

教
区
会
参
事
会
・
教
区
門
徒
会
常
任
委
員
会 

20
日 

あ
い
あ
う
会

21
日 

通
常
教
区
会
・
通
常
教
区
門
徒
会
合
同
会 

 

8
月

1
日 

戦
死
・
戦
災
死
者
追
弔
法
要
兼
申
経
法
要
（
八
一
法
要
）

3
日 

正
副
組
門
徒
会
長
協
議
会
、
正
副
組
長
・
組
門
徒
会
長
会
合
同
会

20
日 

第
十
三
組
組
会

21
日 

青
少
年
教
化
小
委
員
会

24
日 

あ
い
あ
う
会

26
日 

第
十
一
組
組
会

27
日 

第
十
三
組
組
門
徒
会
、『
如
大
地
』
編
集
会
議

31
日 

第
十
一
組
組
門
徒
会

 

9
月

1
日 

第
十
二
組
組
会

2
日 

組
織
拡
充
小
委
員
会

3
日 

第
九
組
組
門
徒
会

8
日 

第
十
二
組
組
門
徒
会

15
日 

 

ご
命
日
の
つ
ど
い
【
大
伴
慎
介
氏
】、
あ
い
あ
う
会
、

 

解
放
運
動
推
進
協
議
会

16
日 
共
学
研
修
会
【
佐
野
明
弘
氏
】

21
日 
富
山
別
院
彼
岸
会
（
～
23
日
）

29
日 

第
一
回
新
教
区
準
備
委
員
会

30
日 

式
支
配
所
係
役
会
／
助
音
方
習
礼
／
報
恩
講
習
礼

 

10
月

1
日 

境
内
清
掃

2
日 

仏
具
磨
き

4
日 

報
恩
講
立
華

5
日 

富
山
別
院
報
恩
講
事
前
準
備

6
日 

富
山
別
院
報
恩
講
（
～
8
日
）

15
日 

ご
命
日
の
つ
ど
い
【
河
村　

浩
氏
】

16
日 

あ
い
あ
う
会

20
日 

『
如
大
地
』
編
集
会
議 

30
日 

解
放
運
動
推
進
協
議
会

 

11
月

15
日 

ご
命
日
の
つ
ど
い
【
近
藤
良
祐
氏
】

16
日 

新
教
区
準
備
委
員
会
「
財
務
小
委
員
会
」

17
日 

あ
い
あ
う
会

19
日 

門
首
継
承
式
団
体
参
拝
（
～
20
日
）

21
日 

真
宗
本
廟
報
恩
講
（
～
28
日
）

25
日 

解
放
運
動
推
進
協
議
会
、『
如
大
地
』
編
集
会
議

27
日 

宗
祖
親
鸞
聖
人
御
正
忌
法
要
「
ご
満
さ
ん
」（
～
28
日
）

30
日 

『
如
大
地
』
編
集
会
議

 

12
月

3
日 

組
織
拡
充
小
委
員
会

5
日 

子
ど
も
報
恩
講

8
日 

社
会
教
化
小
委
員
会

15
日 

 

ご
命
日
の
つ
ど
い 【
神
保
孝
順
氏
】、

 

新
教
区
準
備
委
員
会
「
組
織
小
委
員
会
」

16
日 

部
落
問
題
講
演
会
【
谷
元
昭
信
氏
】

18
日 

新
教
区
準
備
委
員
会
「
教
学
小
委
員
会
」

21
日 

新
教
区
準
備
委
員
会
「
財
務
小
委
員
会
」、
あ
い
あ
う
会

22
日 

解
放
運
動
推
進
協
議
会
、『
如
大
地
』
編
集
会
議　

25
日 

院
内
報
恩
講

31
日 

歳
末
勤
行 
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教 

務 

所 

人
事
異
動

 

【
転
任
】 

二
〇
二
〇
年
六
月
三
十
日
付

　

幽　

溪　
　
　

浩

　
　

能
登
教
務
所
長
に
任
命
す
る

 

【
着
任
】 
二
〇
二
〇
年
六
月
三
十
日
付

　

長　

澤　

秀　

豊

高
岡
教
務
所
長

富
山
教
務
所
長
の
兼
務
を
命
ず
る

富
山
別
院
輪
番
の
兼
務
を
命
ず
る

 

二
〇
二
〇
年 

七 

月 

一 

日 

付

富
山
教
区
高
岡
教
区 

教
区
改
編
統
括
教
務
所
長

を
命
ず
る

幽
溪
　
浩

　

こ
の
た
び
、
六
月
三
十
日
付
に
て
能
登
教
務
所
長
に
発

令
さ
れ
ま
し
た
。
二
〇
一
六
年
六
月
二
十
九
日
に
富
山
教

務
所
長
兼
富
山
別
院
輪
番
を
命
ぜ
ら
れ
、
四
年
間
に
わ
た

り
教
区
内
の
皆
様
の
お
力
添
え
を
い
た
だ
き
、
そ
の
任
を

つ
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

 

離
任
の
ご
挨
拶

　

私
に
と
り
ま
し
て
、
富
山
は
二
度
目
の
勤
務
と
な
っ
た

こ
と
で
し
た
。
在
職
中
、
教
区
に
お
き
ま
し
て
は
、
一
年

余
り
の
準
備
期
間
を
経
て
昨
年
九
月
十
三
日
～
十
四
日
に

開
催
さ
れ
た
第
十
一
回
真
宗
大
谷
派
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
全

国
交
流
集
会
が
最
も
記
憶
に
残
る
も
の
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
別
院
に
お
き
ま
し
て
は
、
長
年
の
懸
案
で
あ
り
ま

し
た
駐
車
場
の
ゲ
ー
ト
化
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
何
よ
り
も
本
年
三
月
に
高
岡
教
区
と
の
教
区

改
編
の
合
意
が
両
教
区
で
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
何
を
お
い
て
も
教
区
の
方
々

が
、
本
当
に
主
体
的
に
我
が
こ
と
と
し
て
受
け
と
め
て
い

た
だ
い
て
、
歩
み
を
進
め
て
来
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
、

心
か
ら
敬
意
を
表
し
ま
す
。
今
後
は
新
教
区
準
備
委
員
会

が
発
足
さ
れ
、
新
し
い
富
山
教
区
の
誕
生
に
向
け
て
、
更

に
皆
さ
ん
方
が
、
よ
り
良
い
教
区
づ
く
り
を
目
指
し
て
歩

み
を
進
め
て
い
か
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

新
任
地
に
お
き
ま
し
て
は
、
御
地
で
お
育
て
い
た
だ
き

ま
し
た
こ
と
を
糧
と
し
て
、
一
層
精
進
い
た
す
所
存
で
あ

り
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
賜
り
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
離
任
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

長
澤
　
秀
豊

　

富
山
教
区
の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
教
区
諸
事

業
に
対
し
ま
し
て
ご
理
解
ご
協
力
を
賜
り
誠
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。
当
教
区
に
お
き
ま
し
て
は
、
教
区
・
別

 

着
任
の
ご
挨
拶

院
教
化
テ
ー
マ
〝 「
な
む
あ
み
だ
ぶ
つ
」
を
訪
ね
ま
せ
ん

か
？
〟
の
も
と
教
化
事
業
へ
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
お

り
ま
す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
が
長
期

化
す
る
中
、
様
々
な
対
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状

況
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
各
御
寺
院
様
に
お
か
れ

ま
し
て
も
同
様
に
法
要
執
行
・
行
事
開
催
等
細
心
の
対
応

を
心
掛
け
て
お
ら
れ
る
と
拝
察
い
た
し
ま
す
。
教
区
で
は
、

先
般
（
十
月
一
日
）
こ
の
状
況
の
中
で
工
夫
さ
れ
て
い
る

教
化
活
動
に
つ
い
て
の
ご
意
見
を
お
伺
い
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
そ
の
内
容
と
し
て
、
寺
報
発
行
・
掲
示
伝
道
・

文
書
配
布
等
に
よ
る
教
化
活
動
、
法
要
・
会
合
に
お
け
る

会
場
設
営
に
配
慮
な
ど
の
ご
意
見
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま

す
。（
富
山
教
務
所
だ
よ
り
十
一
月
よ
り
）

　

な
お
、
宗
務
所
に
お
い
て
も
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
て
お

り
、
ご
門
徒
が
寺
院
に
集
ま
る
教
化
事
業
及
び
通
夜
・
葬

儀
に
つ
い
て
の
コ
ロ
ナ
禍
影
響
は
い
ず
れ
も
九
十
％
以
上

に
お
い
て
変
化
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
今
後
に

お
い
て
は
、
更
な
る
留
意
を
し
な
が
ら
も
聞
法
の
場
を
確

保
し
て
い
か
な
け
れ
ば
と
思
慮
い
た
し
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
は
あ
り
ま
す
が
、
宗
門
・
教

区
で
は
、
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・
立
教
開

宗
八
百
年
慶
讃
法
要
に
向
け
て
お
待
ち
受
け
事
業
の
推

進
、
宗
務
改
革
と
し
て
の
教
区
改
編
を
重
く
受
け
止
め
、

あ
る
べ
き
将
来
の
宗
門
を
願
い
皆
様
方
と
と
も
に
歩
ま
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

最
後
に
小
職
、
六
月
三
十
日
付
に
て
当
教
区
に
着
任
い

た
し
半
年
を
経
て
お
り
、
皆
様
方
の
ご
尽
力
ご
指
導
に
衷

心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
今
後
と
も
お
力
添

え
を
賜
り
ま
す
よ
う
切
に
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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記

　

二
〇
二
〇
年
を
表
す
漢
字
は
「
密
」
と
い
う
こ
と

で
し
た
が
、
私
は
「
鬼
」
と
い
う
漢
字
が
し
っ
く
り

き
ま
し
た
。
そ
の
代
表
格
は
「
鬼
滅
の
刃
」
と
い
う

漫
画
を
原
作
と
し
た
ア
ニ
メ
で
、
映
画
化
さ
れ
、
今

や
日
本
だ
け
で
な
く
世
界
中
に
人
気
が
広
が
っ
て
い

ま
す
。
神
楽
や
神
を
数
え
る
単
位
の
柱
と
い
う
日
本

古
来
の
神
道
の
要
素
も
入
っ
た
作
品
で
も
あ
り
ま

す
。
し
か
し
私
は
こ
の
社
会
現
象
に
ま
で
な
っ
て
い

る
作
品
の
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
私
た
ち
人
間
の
内

面
に
あ
る
鬼
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
こ
と
が
重
要
だ

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や
差
別
な
ど
、

誹
謗
中
傷
す
る
鬼
で
す
。
他
人
を
傷
つ
け
、
鬼
と
化

し
て
い
る
自
分
に
気
づ
い
て
い
な
い
の
で
す
。
ち
な

み
に
「
キ
メ
ハ
ラ
」
と
い
う
言
葉
も
出
て
き
ま
し
た
。

傷
つ
け
ら
れ
た
人
は
苦
悩
し
、
自
ら
の
命
を
絶
っ
て

し
ま
う
人
も
い
ま
す
。
コ
ロ
ナ
禍
で
は
、
身
勝
手
な

行
動
か
ら
始
ま
り
、
自
己
愛
的
ご
都
合
主
義
と
な
り
、

や
が
て
誰
も
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
他
人
を
排
除
し

よ
う
と
す
る
も
の
が
現
れ
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
人
に

対
す
る
思
い
や
り
や
、
優
し
さ
の
か
け
ら
も
な
く
な
っ

て
い
ま
す
。
人
で
な
く
な
り
、
鬼
と
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
鬼
の
こ
と
を
仏
教
で
は
修

羅
と
い
い
、
私
た
ち
の
誰
も
が
持
っ
て
い
る
心
の
在

り
か
た
で
す
。
本
誌
の
法
話
録
の
な
か
で
生
き
る
意

義
を
周
り
の
人
間
が
奪
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と

問
題
提
起
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
か
苦
し
く
て
も

他
人
の
生
き
る
意
義
を
奪
う
修
羅
と
な
ら
な
い
で
い

た
だ
き
た
い
と
願
い
ま
す
。

第
九
組
　
永
源
寺
　
島
倉
　
慶
晃

　
　
　

敬
　
　
　
弔

　

ご
生
前
の
ご
功
労
を
偲
び
、

　
　
　
　

 
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

 

《 

前
住
職
・
住
職 
》

第
十
三
組　

明
誓
寺　

住
職　

桑　

守　

研　

映

二
〇
二
〇
年
八
月
十
一
日 

寂

第
十
三
組　

正
覺
寺　
前
住
職　

小　

塚　

芳　

純

二
〇
二
〇
年
九
月
十
三
日 
寂

第 

十 

組　

了
照
寺　

住
職　

築　

山　

志
津
夫

二
〇
二
〇
年
九
月
二
十
日 

寂

第 

十 

組　

正犬
島
覺
寺　

住
職　

犬　

島　

孝　

昭

二
〇
二
〇
年
九
月
二
十
九
日 

寂

第
十
一
組　

佛
念
寺　

住
職　

神　

凉　

昭　

夫

二
〇
二
〇
年
十
月
十
五
日 

寂

第 

九 

組　

禮
行
寺　

住
職　

廣　

瀨　

晃　

龍

二
〇
二
〇
年
十
月
十
七
日 

寂

第
十
一
組　

西田
中
光
寺　

住
職　

神　

田　

英　

雄

二
〇
二
〇
年
十
月
二
十
日 

寂

 

《 

前
坊
守
・
坊
守 

》

第
十
二
組　

佛
現
寺　

坊
守　

吉　

川　

節　

子

二
〇
二
〇
年
七
月
十
七
日 

寂

第
十
三
組　

専
徳
寺　
前
坊
守　

森　

島　

敦　

子

二
〇
二
〇
年 

八 

月 

六 

日 

寂

第 

九 

組　

尊
光
寺　
前
坊
守　

賴　

成　

幸　

子

二
〇
二
〇
年
十
一
月
三
日 

寂

第
十
三
組　

善
念
寺　
前
坊
守　

下　

坂　

則　

子

二
〇
二
〇
年
十
一
月
二
十
六
日 

寂

◎ 
訂
正
と
お
詫
び

『
如
大
地
』
第
一
四
七
号
に
左
記
の
と
お
り
記
載
漏
れ
が
あ
り
ま
し
た
。

謹
ん
で
お
詫
び
い
た
し
訂
正
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

〈
14
頁　

教
区
坊
守
会
〉
庶
務　

第
十
二
組　

勝
樂
寺　

藤
田　

恵
子


