
 

1 

一
心
寺
か
わ
ら
版 

第
三
十
一
号 

平
成
二
十
六
年
三
月
発
行 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

(ht
t
p
:
/
/ww

w
.
j
i
m
y
o
uz
a
n
-isshinji.com

) 

 

い
じ
め
を
考
え
る
～
子
供
に
伝
え
た
い
こ
と
～ 

春
は
別
れ
と
出
会
い
の
季
節
、
こ
れ
ま
で
の
仲
間
と
の
別
れ
を
悲
し
み
つ

つ
、
入
学
・
就
職
な
ど
新
し
い
出
会
い
に
心
を
躍
ら
せ
て
い
る
人
も
い
ら
っ
し

ゃ
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
春
よ
り
観
音
寺
で
は
、
南
小
学
校
と
東
小
学
校
と
の
統

合
に
よ
り
新
観
音
寺
小
学
校
が
開
校
し
ま
す
。
人
口
減
少
に
伴
い
、
こ
れ
か
ら

各
地
で
次
々
に
学
校
が
統
合
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
生
徒
が
多
く
な

れ
ば
、
友
達
が
た
く
さ
ん
で
き
る
と
い
う
良
い
面
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
反
面
、

広
い
地
域
か
ら
互
い
を
知
ら
な
い
子
供
た
ち
が
集
ま
る
の
で
、
今
ま
で
以
上

に
い
じ
め
等
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
心
配
す
る
声

も
あ
り
ま
す
。 

い
じ
め
は
度
々
大
き
な
事
件
と
な
り
報
道
さ
れ
ま
す
が
、
多
く
は
表
に
は

出
な
い
た
め
実
数
の
把
握
は
難
し
い
よ
う
で
す
。
特
に
小
学
校
高
学
年
か
ら

中
学
二
年
ま
で
が
多
い
そ
う
で
、
近
年
で
は
平
成
二
十
三
年
に
大
津
市
の
中

学
二
年
生
が
亡
く
な
る
と
い
う
痛
ま
し
い
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。
複
数
の
同

級
生
か
ら
暴
行
な
ど
を
受
け
て
い
た
男
子
生
徒
が
、
自
宅
マ
ン
シ
ョ
ン
か
ら

飛
び
降
り
て
自
殺
。
学
校
と
教
育
委
員
会
の
隠
蔽
体
質
に
批
判
が
集
ま
り
、
第

三
者
委
員
会
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
報
告
書
で
は
、
自
殺
の
原
因
と
な
っ

た
い
じ
め
を
「
暗
い
ト
ン
ネ
ル
」
に
例
え
ま
し
た
。
重
篤
な
い
じ
め
が
少
年
に

屈
辱
感
、
絶
望
感
を
も
た
ら
し
「
い
じ
め
の
世
界
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
こ
と
を

悟
り
、
生
へ
の
思
い
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

現
代
の
い
じ
め
は
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
深
刻
化
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

友
久
久
雄
龍
谷
大
学
教
授
は
、「
昔
も
い
じ
め
は
あ
っ
た
と
思
う
が
、
い
じ

め
る
側
も
常
に
相
手
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
人
間
は
孤
立
す
る
こ
と
が
最

も
つ
ら
い
。
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
子
が
孤
立
し
て
悩
ん
で
い
る
こ
と
に
気
付

け
ば
、「
も
う
こ
れ
以
上
は
」
と
ブ
レ
ー
キ
が
自
然
に
か
か
っ
た
。
相
手
の
気

持
ち
が
分
か
る
人
間
に
な
る
に
は
、
子
ど
も
の
頃
に
親
や
周
囲
の
人
間
た
ち

に
愛
さ
れ
る
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
経
験
が
大
切
。
愛
さ
れ
、
受
け
入
れ
ら
れ
た

子
は
相
手
の
気
持
ち
が
分
か
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
し
た
経
験
が
無
い
子
ど

も
た
ち
の
い
じ
め
は
相
手
の
気
持
ち
が
分
か
ら
ず
、
ブ
レ
ー
キ
が
利
か
ず
に

エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
い
く
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。 

 

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
が
専
門
の
井
上
敏
明
氏
は
、「
い
じ
め
の
発
生
の
ル
ー
ツ

と
し
て
①
強
い
個
性
の
人
間
が
ス
ト
レ
ス
を
発
散
す
る
の
に
弱
い
も
の
を
対

象
に
す
る
②
衝
動
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
あ
お
ら
れ
て
欲
求
を
成
就
す
る
た
め
の

暴
力
行
為
③
嫉
妬
心
の
発
露
と
し
て
優
位
に
見
え
る
相
手
を
お
と
し
め
よ
う

と
す
る
欲
求
④
不
器
用
で
空
気
の
読
め
な
い
者
が
不
具
合
感
や
嫌
悪
感
を
抱

か
せ
る
こ
と
に
腹
を
立
て
、
無
き
者
に
し
よ
う
と
い
た
ぶ
る
、
な
ど
が
考
え
ら
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れ
る
。
こ
れ
ら
は
他
者
と
の
関
係
を
介
し
て

自
分
の
存
在
を
確
か
め
自
己
を
防
衛
し
よ
う

と
す
る
誰
も
が
抱
く
心
の
や
り
く
り
、
心
の

力
動
性
に
起
因
し
て
い
る
。
人
間
は
人
を
い

じ
め
る
こ
と
を
良
し
と
し
て
お
り
、
い
じ
め

が
好
き
と
も
い
え
る
。
こ
れ
は
事
実
だ
。
な

ぜ
な
ら
人
間
は
動
物
だ
か
ら
。
そ
の
こ
と
を

忘
れ
て
は
い
け
な
い
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。 

 

『
歎
異
抄
』
に
親
鸞
聖
人
と
唯
円
の
問
答
と
し
て
、 

「
ま
た
あ
る
と
き
聖
人
が
、「
唯
円
房
は
わ
た
し
の
い
う
こ
と
を
信
じ
る
か
」

と
仰
せ
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、「
は
い
、
信
じ
ま
す
」
と
申
し
上
げ
る
と
、

「
そ
れ
で
は
、
わ
た
し
が
い
う
こ
と
に
背
か
な
い
か
」
と
、
重
ね
て
仰
せ
に
な

っ
た
の
で
、
つ
つ
し
ん
で
お
受
け
す
る
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
た
。
す
る
と
聖

人
は
、「
ま
ず
、
人
を
千
人
殺
し
て
く
れ
な
い
か
。
そ
う
す
れ
ば
往
生
は
確
か

な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
仰
せ
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
と
き
、「
聖
人
の

仰
せ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
わ
た
し
の
よ
う
な
も
の
に
は
一
人
と
し
て
殺
す
こ

と
な
ど
で
き
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
」
と
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
「
そ
れ
で
は
、

ど
う
し
て
こ
の
親
鸞
の
い
う
こ
と
に
背
か
な
い
な
ど
と
い
っ
た
の
か
」
と
仰

せ
に
な
り
ま
し
た
。
続
け
て
、「
こ
れ
で
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
ど
ん
な
こ
と
で

も
自
分
の
思
い
通
り
に
な
る
の
な
ら
、
浄
土
に
往
生
す
る
た
め
に
千
人
の
人

を
殺
せ
と
わ
た
し
が
い
っ
た
と
き
に
は
、
す
ぐ
に
殺
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず

だ
。
け
れ
ど
も
、
思
い
通
り
に
殺
す
こ
と
の
で
き
る
縁
が
な
い
か
ら
、
一
人
も

殺
さ
な
い
だ
け
な
の
で
あ
る
。
自
分
の
心
が
善
い
か
ら
殺
さ
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
ま
た
、
殺
す
つ
も
り
が
な
く
て
も
、
百
人
あ
る
い
は
千
人
の
人
を
殺
す

こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
」
と
仰
せ
に
な
っ
た
の
で
す
。
…
（
中
略
）
…
「
人
は
だ

れ
で
も
、
し
か
る
べ
き
縁
が
は
た
ら
け
ば
、
ど
の
よ
う
な
行
い
も
す
る
も
の
で

あ
る
」
と
仰
せ
に
な
っ
た
の
で
す
」 

と
あ
り
ま
す
。
ど
ん
な
こ
と
で
も
自
分
の
思
い
だ
け
で
は
起
こ
せ
な
い
、
善
い

心
が
あ
る
か
ら
殺
人
を
起
こ
さ
な
い
の
で
は
な
い
、
そ
う
な
る
縁
が
は
た
ら

け
ば
誰
で
も
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
も
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
、
と
。
怖
い
こ
と

で
す
が
、
私
も
い
つ
加
害
者
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。 

 

い
じ
め
は
、
子
ど
も
の
世
界
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
は
、

二
人
以
上
い
れ
ば
当
然
「
嫌
な
思
い
」
が
生
ま
れ
ま
す
。
嫌
な
こ
と
を
さ
せ
ら

れ
る
苦
し
み
は
、
し
た
い
こ
と
が
で
き
な
い
苦
し
み
よ
り
も
は
る
か
に
大
き

い
と
感
じ
ま
す
。
ま
た
、
人
に
嫌
な
思
い
を
さ
せ
て
し
ま
う
人
も
、
違
う
場
面

で
は
嫌
な
思
い
を
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
伝
え
合
い
、
分
か

り
合
お
う
と
す
る
こ
と
が
大
切
で
、
相
手
に
嫌
な
思
い
を
さ
せ
な
い
よ
う
に

心
掛
け
る
こ
と
か
ら
良
好
な
人
間
関
係
が
始
ま
る
の
で
し
ょ
う
。 

 

お
釈
迦
さ
ま
は
、「
ど
の
方
向
に
心
で
さ
が
し
求
め
て
み
て
も
、
自
分
よ
り

も
さ
ら
に
愛
し
い
も
の
を
ど
こ
に
も
見
出
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
、
他
人

に
と
っ
て
も
そ
れ
ぞ
れ
自
己
が
い
と
し
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
自
分
の
た

め
に
他
人
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
」、「
す

べ
て
の
者
は
暴
力
に
お
び
え
る
。
す
べ
て

の
生
き
も
の
に
と
っ
て
生
命
は
愛
し
い
。

己
が
身
に
ひ
き
く
ら
べ
て
、
殺
し
て
は
な

ら
ぬ
。
殺
さ
し
め
て
は
な
ら
ぬ
」
と
お
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
こ
こ
に
、「
自
分
の
た
め

に
」、「
己
が
身
に
ひ
き
く
ら
べ
て
」
と
あ

り
ま
す
。
す
べ
て
の
い
の
ち
は
自
分
が
愛

し
い
。
自
ら
の
た
め
に
自
ら
と
同
じ
よ
う

に
他
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

他
を
害
す
る
な
ら
ば
私
も
害
さ
れ
て
し

か
る
べ
き
と
教
え
ま
す
。 
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先
の
『
歎
異
抄
』
に
は
、
「
こ
の
よ
う
な
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、

阿
弥
陀
仏
の
本
願
に
出
会
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
こ
そ
、
本
当
に
そ
の
本
願
を

ほ
こ
り
甘
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
」、
と
あ
り
ま
す
。 

阿
弥
陀
仏
は
私
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
し

て
も
見
捨
て
る
こ
と
な
く
願
い
続
け
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
存
在
が
あ

れ
ば
こ
そ
、
何
を
し
で
か
す
か
分
か
ら
な

い
自
身
に
正
面
か
ら
向
き
合
う
こ
と
が

で
き
る
の
で
し
ょ
う
。 

い
じ
め
に
悩
む
子
に
は
「
君
は
一
人
じ

ゃ
な
い
、
君
を
守
る
人
が
た
く
さ
ん
い
る

ん
だ
よ
」、
い
じ
め
て
い
る
子
に
は
「
や
っ

た
こ
と
は
反
省
し
、
一
緒
に
克
服
し
て
新

た
な
道
を
歩
も
う
」
と
寄
り
添
う
こ
と
が

周
囲
の
人
々
に
は
求
め
ら
れ
ま
す
。 

 

「
い
じ
め
は
だ
め
」、「
い
の
ち
は
大

切
」
と
い
う
こ
と
は
誰
も
が
知
っ
て
い

る
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
を
実
践

す
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
す
。 

そ
れ
ぞ
れ
が
違
う
心
を
持
っ
て
お
り
、

そ
の
違
い
が
あ
る
生
き
と
し
生
け
る

も
の
が
集
ま
っ
て
世
の
中
が
で
き
て

い
る
。
誰
も
が
自
分
が
愛
し
く
、
大
切

な
の
で
す
。
人
に
嫌
な
思
い
を
さ
せ
な

い
よ
う
に
努
め
る
べ
き
で
あ
り
、
相
手

を
尊
重
す
る
こ
と
が
、
私
が
尊
重
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
伝
え

て
い
き
た
い
も
の
で
す
。 

仏
教
が
生
ん
だ
日
本
語
⑤
「
出
世
」 

相
撲
の
力
士
が
幕
内
に
入
っ
て
大
関
、
横
綱
に
な
っ
た
り
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

が
平
社
員
か
ら
部
長
、
専
務
を
経
て
社
長
に
な
っ
た
り
、
一
般
に
は
、
成
功
し

て
社
会
的
な
地
位
が
上
が
る
こ
と

を
出
世
と
言
い
ま
す
。
ま
た
、
成

長
す
る
に
つ
れ
て
名
前
が
変
わ
る

魚
が
い
ま
す
。
す
ず
き
は
、
せ
い

ご
→
ふ
っ
こ
→
す
ず
き
、
ぶ
り
は
、

つ
ば
す
→
め
じ
ろ
→
は
ま
ち
→
ぶ

り
と
呼
び
方
が
変
わ
る
、
い
わ
ゆ

る
出
世
魚
で
す
。
勉
強
も
仕
事
も

万
事
出
世
の
た
め
に
多
く
の
人
は

頑
張
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
言
葉
は
、
出
家
し
て
仏
道
修
行
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と

と
も
に
、
も
と
も
と
は
、
ブ
ッ
ダ
が
世
の
中
に
現
れ
る
こ
と
を
示
す
仏
教
用
語

で
し
た
。
経
典
は
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
ま
す
。 

「
世
に
出
興
し
給
う
所
以
は
、
道
教
を
光
闡
し
群
萌
を
拯
い
、
恵
む
に
真
実
の

利
を
以
て
せ
ん
と
欲
し
て
な
り
」（『
無
量
寿
経
』） 

こ
れ
は
、
如
来
は
何
の
た
め
に
こ
の
世
に
出
ら
れ
た
の
か
と
い
う
出
世
の
根

本
目
的
を
、
お
釈
迦
さ
ま
が
自
ら
示
さ
れ
た
言
葉
で
す
。
如
来
が
こ
の
世
に
出

ら
れ
た
わ
け
は
、
教
え
を
明
ら
か
に
ひ
ら
い
て
、
す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る

も
の
を
救
い
、
真
実
の
利
を
与
え
る
た
め
で
あ
る
、
と
。 

真
実
の
利
と
は
、
こ
の
世
の
ほ
し
い
ま
ま
な
る
欲
望
が
思
い
通
り
に
か
な
う

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
か
な
る
環
境
に
あ
っ
て
も
、
自
分
自
身
の
存
在
の

尊
さ
、
厳
か
さ
に
気
づ
い
て
、
よ
ろ
こ
び
を
も
っ
て
今
を
た
く
ま
し
く
生
き
る

と
い
う
利
益
で
す
。 

お
釈
迦
さ
ま
は
、
イ
ン
ド
の
釈
迦
族
の
皇
太
子
と
し
て
生
ま
れ
、
こ
の
世
の
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権
力
と
栄
華
を
約
束
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
老
い
と
病
と
死
に
よ
っ
て
常
に

こ
の
人
生
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。
そ
し
て
、
若
さ
や
健
康

や
地
位
や
財
産
の
中
に
は
真
の
し
あ
わ
せ
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
、

本
当
の
し
あ
わ
せ
を
求
め
て
城
を
出
て
修
行
さ
れ
ま
し
た
。 

お
釈
迦
さ
ま
が
目
覚
め
ら
れ
た
真
理
を
説
く
の
が
仏
教
で
す
。
ま
た
、
お
釈
迦

さ
ま
は
そ
の
真
理
を
説
く
た
め
に
ま
こ
と
の
世
界
（
如
）
か
ら
こ
の
世
に
出
現

さ
れ
た
（
来
）
の
で
あ
る
と
経
典
に
示
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
今
日
用

い
ら
れ
て
い
る
「
出
世
」
と
は
ま
っ
た
く
反
対
の
意
味
で
す
。
こ
の
言
葉
か
ら
、

自
分
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
出
た
の
は
本
当
に
何
の
た
め
だ
っ
た
の
か
を
静
か

に
考
え
て
み
た
い
も
の
で
す
。 
（
参
考
『
仏
教
が
生
ん
だ
日
本
語
』
大
谷
大
学
編
） 

 

報
恩
講
報
告 

本
年
も
報
恩
講
が
勤
ま
り
ま
し
た
。
定
例
の
法

要
の
中
で
も
報
恩
講
だ
け
は
登
礼
盤
と
い
っ
て
導

師
が
ご
本
尊
正
面
の
礼
盤
に
上
が
り
、
伽
陀
、
礼
、

勧
請
、
下
高
座
文
な
ど
最
も
丁
寧
な
形
で
勤
め
て

い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
正
信
偈
は
み
な
さ
ん
で
唱
和
。

法
話
は
川
田
信
五
師
（
東
か
が
わ
市
・
大
信
寺
）
。

私
た
ち
は
ほ
っ
て
お
い
た
ら
邪
見
・
驕
慢
と
い
う

自
分
勝
手
な
心
で
生
き
て
苦
し
ん
で
し
ま
う
。
仏

教
は
そ
れ
に
気
付
か
せ
て
正
見
、
正
し
い
も
の
の

見
方
を
与
え
て
く
れ
る
。
真
宗
は
信
心
と
し
て
仏

の
智
慧
を
た
ま
わ
る
教
え
。
昔
か
ら
真
宗
門
徒
は

自
分
の
願
い
を
叶
え
て
も
ら
う
た
め
で
は
な
く
、

朝
夕
に
お
礼
を
申
す
と
い
っ
て
阿
弥
陀
仏
を
礼
拝
し
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
っ

て
お
互
い
に
お
礼
を
申
し
て
念
じ
合
う
、
笑
顔
の
生
活
が
恵
ま
れ
、
空
し
く
な

い
人
生
を
歩
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
、
と
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

初
参
式
報
告 

報
恩
講
に
合
わ
せ
て
初
参
式
を
行
い
ま
し
た
。
初

参
式
と
は
、
生
ま
れ
た
い
の
ち
、
幼
い
い
の
ち
が
ほ
と

け
の
子
と
し
て
慈
悲
に
包
ま
れ
す
く
す
く
育
つ
こ
と

を
願
っ
て
勤
め
る
も
の
で
す
。
当
山
で
は
初
め
て
の

開
催
。
九
名
の
お
子
さ
ん
が
記
念
品
の
念
珠
を
手
に

焼
香
、
お
勤
め
に
参
列
し
ま
し
た
。
最
後
に
親
御
さ
ん

と
共
に
記
念
写
真
を
撮
り
ま
し
た
が
、
参
拝
者
か
ら

も
「
子
供
さ
ん
の
顔
を
見
た
ら
元
気
が
出
る
」
と
の
声
、

笑
顔
に
包
ま
れ
た
初
参
式
と
な
り
ま
し
た
。 

 

 

   

（
二
月
八
日
、
雪
景
色
の
境
内
） 


