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一
心
寺
か
わ
ら
版 

第
三
十
三
号 

平
成
二
十
七
年
一
月
発
行 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
は
「
持
名
山
一
心
寺
」
で
検
索
を 

謹
ん
で
新
年
の
ご
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

旧
年
中
は
護
持
運
営
に
ご
協
力
い
た
だ
き
誠
に
有
難
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
五
月
に
は
前
住
職
の
葬
儀
、
十
一
月

に
は
「
よ
る
し
る
べ
」
と
大
勢
の
方
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
、

み
な
さ
ま
と
の
つ
な
が
り
、
温
か
さ
を
強
く
感
じ
た
年
で
も

あ
り
ま
し
た
。 

「
前
住
さ
ん
が
い
な
く
な
っ
て
寂
し
い
で
し
ょ
う
」
と
声

を
掛
け
て
い
た
だ
き
ま
す
。
確
か
に
、
も
う
あ
の
大
き
な
声

を
聞
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
が
、
不
思
議
と
い
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
気
が
し
ま
せ
ん
。
お
念
仏
し
て
「
倶

会
一
処
（
と
も
に
一
つ
の
と
こ
ろ
、
お
浄
土
で
会
う
）
」
、

お
浄
土
は
「
去
此
不
遠
（
こ
こ
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
）
」
と
い

た
だ
き
、
い
つ
も
仏
さ
ま
と
一
緒
と
感
じ
ら
れ
る
の
は
有
難
い
こ
と
で
す
。 

本
年
が
み
な
さ
ま
に
と
っ
て
素
晴
ら
し
い
年
と
な
り
ま
す
こ
と
を
念
じ
つ

つ
、
新
年
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 
 
 
 

南
無
阿
弥
陀
仏 

 

「
あ
い
て
を
鬼
と
み
る
人
は
自
分
も
ま
た
鬼
で
あ
る
」 

本
年
の
柱
掛
け
法
語
は
真
宗
僧
侶
・
曽
我
量
深
氏
の
こ
と
ば
、
厳
し
い
お
諭

で
す
。
私
た
ち
は
相
手
を
「
鬼
」
と
見
る
、
悪
い
の
は
全
て
向
う
側
と
す
る
の

が
常
で
す
。
自
ら
の
こ
と
を
正
し
く
省
み
る
こ
と
は
な
か
な
か
で
き
ず
、
私
は

…
だ
か
ら
悪
く
な
い
、
と
何
か
し
ら
理
由
を
つ
け
て
善
の
側
に
立
と
う
と
し

ま
す
。
そ
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
の
は
い
つ
も
煩
悩
を
持
っ
た
私
で
す
。 

二
月
の
節
分
に
な
る
と｢

鬼
は
外
、
福
は
内｣

と
言
っ
て
豆
を
撒
き
ま
す
。
幸

福
を
願
い
、
災
い
を
厭
う
の
は
人
と
し
て
当
然
で
す
。
し
か
し
、
自
分
に
と
っ

て
不
都
合
で
嫌
悪
す
る
も
の
や
人
を｢

鬼
」
と
し
、
好
都
合
な
こ
と
や
人
を

｢

福｣

と
考
え
る
な
ら
ば
、
際
限
な
く
「
鬼
」
は
増
え
続
け
て
い
き
ま
す
。
自
分

に
と
っ
て
不
都
合
な
相
手
を
「
鬼
」
と
見
る
時
、
私
は
そ
の
人
を
「
人
」
と
見

な
し
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
退
治
し
て
も
良
い
こ
と
と
し
て
し

ま
い
ま
す
。
そ
う
思
っ
た
瞬
間
に
心
の
中
で
、
恐
ろ
し
い
形
相
で
そ
の
相
手
を

八
つ
裂
き
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
ま
さ

に
「
鬼
」
の
姿
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

仏
典
に
常
不
軽
（
じ
ょ
う
ふ
き
ょ
う
）
菩
薩
の
お
話
が
あ
り
ま
す
。
増
上
慢

（
お
ご
り
高
ぶ
る
）
の
者
が
大
勢
い
た
時
代
に
、
常
不
軽
と
い
う
菩
薩
が
現
れ

ま
す
。
な
ぜ
こ
の
菩
薩
が
そ
う
呼
ば
れ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
彼
が
し

て
い
た
行
に
よ
る
も
の
で
し
た
。
彼
は
出
会
う
人
ご
と
に
合
掌
礼
拝
し
、
こ
う

言
い
ま
す
。
「
あ
な
た
を
尊
敬
い
た
し
ま
す
。
決
し
て
軽
ん
ず
る
こ
と
は
い
た

し
ま
せ
ん
。
あ
な
た
は
菩
薩
の
行
を
し
て
、
仏
に
な
ら
れ
る
方
だ
か
ら
で
す
」
。

言
わ
れ
た
者
の
中
に
は
怒
り
出
す
者
も
い
て
、
棒
で
打
ち
つ
け
、
石
を
投
げ
つ

け
る
者
ま
で
い
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
菩
薩
は
そ
れ
で
も
「
あ
な
た
は
仏
に
な

ら
れ
ま
す
」
と
言
っ
て
合
掌
礼
拝
し
続
け
ま
し
た
。
そ
し
て
人
々
に
教
え
を
説

い
て
回
ら
れ
、
つ
い
に
は
覚
り
を
開
か
れ
ま
し
た
。 

相
手
を
「
鬼
」
と
見
る
の
で
は
な
く
「
仏
」
と

見
て
拝
ん
で
い
く
こ
と
で
自
ら
も
「
仏
」
と
な
っ

て
い
く
。
そ
れ
は｢

鬼｣

に
縛
ら
れ
苦
し
ん
で
い
た

自
ら
が
解
き
放
た
れ
て
、｢

福｣

と
な
っ
て
い
く
こ

と
で
し
ょ
う
。
浄
土
真
宗
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」

と
拝
ん
で
、
大
き
な
慈
悲
の
は
た
ら
き
に
目
覚
め

て
い
く
教
え
で
す
。
自
ら
の
内
に
あ
る
「
鬼
」
を

見
つ
め
つ
つ
、「
仏
」
を
拝
ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。 
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よ
る
し
る
べ
＆
よ
る
し
ら
べ
報
告 

観
音
寺
の
夜
の
街
を
彩
る
「
よ
る
し
る
べ
」
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
昨
年

は
「
瀬
戸
内
国
際
芸
術
祭
」
、
今
年
は
十
一
月
に
「
ア
ー
ト
瀬
戸
内
二
〇
一
四
」

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
当
山
が
そ
の
舞
台
と
な
り
ま
し

た
の
で
、
展
示
さ
れ
た
作
品
、
開
催
さ
れ
た
イ
ベ
ン
ト
を
紹
介
し
ま
す
。 

●
灯
り
（
槙
黄
州
氏
）：
山
門
に
ぴ
っ
た
り
の
趣
の
あ
る
作
品
が
皆
さ
ま
を
お

出
迎
え
し
ま
し
た
。
（
↓
） 

●
音
（
永
田
壮
一
郎
氏
）
：
お
寺
に
あ
る
仏
具
が
出

す
音
で
構
成
さ
れ
た
作
品
は
不
思
議
な
感
覚
。
映
像

や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
も
面
白
さ
を
加
え
ま
し
た
。 

●
香
り
（
お
も
ち
・
梶
高
果
代
氏
）：
お
寺
の
香
と

は
異
な
る
甘
美
な
香
り
が
心
地
よ
く
体
を
包
み
ま

す
。
香
り
に
誘
わ
れ
山
門
よ
り
左
に
折
れ
て
路
地
を

行
く
と
そ
こ
に
は
輝
く
「
や
ど
り
木
」
が
…
夢
の
世

界
に
迷
い
込
ん
だ
よ
う
で
し
た
。
（
→
） 

●
映
像
「
波
紋
・
有
明
浜
」（
お
も
ち
・
梶
高
慎
輔

氏
）：
観
音
寺
有
明
浜
の
映
像
等
で
作
ら
れ
た
作
品
。

暗
い
お
寺
の
境
内
に
ミ
ス
マ
ッ
チ
か
と
思
い
き
や
、
そ
れ
が
よ
り
一
層
幻
想

的
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
ま
し
た
。
本
堂
に
上
が
っ
て
見
る
と
波
が
立
体
的

に
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。
山
門
に
は
様
々
な
文
様
が
投
影
さ
れ
ま
し
た
。（
↓
） 

●
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
「
て
の
り
湯
」（
ト
ム
ス
マ
・

オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
氏
）
：
茶
道
を
独
自
に
ア
レ
ン

ジ
し
た
お
も
て
な
し
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
。
頭
に
は

地
球
、
ダ
ン
ス
、
所
作
、
笑
い
、
静
寂
が
織
り
な

す
不
思
議
な
世
界
観
。
地
球
と
い
う
普
遍
的
な
存

在
を
捉
え
、
仏
教
に
も
通
じ
る
安
ら
か
な
精
神
世

界
へ
と
導
く
新
た
な
茶
道
で
し
た
。
（
→
） 

★
声
明
・
雅
楽
コ
ン
サ
ー
ト
「
よ
る
し
ら
べ
」。
二

〇
〇
人
以
上
の
来
場
で
座
席
が
足
り
な
い
と
い

う
嬉
し
い
悲
鳴
、
来
場
者
の
方
に
は
ご
不
便
を
お

掛
け
し
ま
し
た
。 

和
蝋
燭
の
炎
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
輝
く
荘
厳

の
中
、
な
か
な
か
耳
に
す
る
機
会
が
な
い
本
格
的

な
声
明
と
、
笙(
し
ょ
う)

・
篳
篥(

ひ
ち
り
き)

・
龍

笛(

り
ゅ
う
て
き)
、
箏(

こ
と)

・
琵
琶(

び
わ)

、
鞨
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鼓(

か
っ
こ)

・
太
鼓(

た
い
こ)

・
鉦
鼓(

し
ょ
う
こ)

と
い
う
管
・
絃
・
打
楽
器
が

奏
で
た
雅
楽
の
音
色
。「
炎
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
荘
厳
が
美
し
か
っ
た
」、「
全

身
で
声
明
を
浴
び
た
」、「
京
都
で
の
体
験
よ
り
も
素
晴
ら
し
か
っ
た
」、「
来
年

も
是
非
開
催
を
」
な
ど
の
声
を
頂
戴
し
大
変
嬉
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

来
年
も
「
よ
る
し
る
べ
」
と
共
に
「
よ
る
し
ら
べ
」
も
開
催
で
き
れ
ば
と
思

っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
ま
た
の
ご
来
場
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。
（
↓
） 

真
宗
教
団
連
合
香
川
県
支
部
聞
法
大
会
報
告 

十
月
九
日
、
三
木
町
文
化
交
流
プ
ラ
ザ
に
て
開
催
さ
れ
た
聞
法
大
会
。
真
城

義
麿
氏
（
大
谷
派
善
照
寺
住
職
、
元
大
谷
中
学
・
高
等
学
校
長
：
右
下
写
真
）

が
「
親
鸞
聖
人
は
何
を
求
め
ら
れ
た
の
か
」
と
題
し
て
講
演
さ
れ
ま
し
た
。 

  
 

あ
な
た
は
何
を
求
め
て
い
る
の
か
。
あ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
幸
福
の
条
件

は
①
健
康
②
お
金
③
家
族
。
し
か
し
、
そ
れ
を
満
た
し
て
も
寿
命
は
尽
き
て
い

く
。
お
孫
さ
ん
か
ら
「
元
気
に
な
っ
て
ど
う
す
る
の
？
何
を
す
る
の
？
」
と
聞

か
れ
た
ら
何
と
答
え
る
の
か
。
手
段
と
目
的
を
勘
違
い
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
人
間
は
「
私
の
請
求
が
、
私
の
都
合
よ
く
、
充
足
さ
れ
る
」
こ
と
を
願

っ
て
い
る
。
だ
い
た
い
私
の
請
求
は
外
か
ら
の

情
報
に
よ
っ
て
誘
導
さ
れ
た
も
の
。
コ
マ
ー
シ

ャ
ル
を
見
た
り
、
隣
の
人
が
持
っ
て
い
た
り
で

欲
し
く
な
る
。
そ
れ
は
私
の
本
当
の
請
求
と
は

違
う
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
私
の
都
合
よ
く

と
い
う
こ
と
は
多
く
は
他
人
に
と
っ
て
都
合
が

悪
い
こ
と
。
孫
が
合
格
し
ま
す
よ
う
に
、
と
願

う
こ
と
は
他
の
誰
か
が
落
ち
て
く
れ
と
い
う
呪

い
と
表
裏
一
体
。
ま
た
、
充
足
は
有
り
得
な
い
。

一
億
円
欲
し
い
と
言
っ
て
い
る
人
が
手
に
入
れ
て
満
足
し
た
と
い
う
の
は
聞

い
た
こ
と
が
な
い
、
も
っ
と
も
っ
と
欲
し
く
な
る
。
つ
ま
り
、「
私
の
請
求
が

私
の
都
合
よ
く
充
足
さ
れ
る
」
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
は
迷
い
で
あ
る
。 

杉
山
英
一
氏
の
詩
『
生
』
に
「
物
を
取
り
に
行
っ
て
、
何
を
取
り
に
来
た
の

か
忘
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
途
中
で
思
い
出
せ
れ
ば
幸
せ
で
あ
る
。
身
体
が
先
に

生
ま
れ
て
き
て
、
何
を
し
に
生
ま
れ
て
き
た
か
分
か
ら
な
い
ま
ま
死
ん
で
し

ま
う
。
途
中
で
そ
れ
が
分
か
っ
た
人
は
幸
せ
で
あ
る
」
と
あ
る
。
何
の
た
め
に

生
ま
れ
、
生
き
て
い
る
の
か
を
教
え
て
く
れ
る
人
に
出
会
う
こ
と
は
幸
せ
で

あ
ろ
う
。 

 

本
尊
と
は
「
本
当
に
尊
い
も
の
」。
何
を
尊
ん
で
い
く
の
か
。
正
信
偈
は
「
帰

命
無
量
寿
如
来
」
と
は
じ
ま
る
。
帰
命
の
「
命
」
と
は
①
い
の
ち
②
生
活
③
使

命
と
い
う
意
味
が
あ
る
が
、
い
の
ち
の
帰
る
と
こ
ろ
、
私
が
こ
の
世
に
出
て
き

た
使
命
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
量
の
「
量
」
と
は
、

数
値
化
、
単
位
の
こ
と
。
何
か
得
る
の
に
相
応
の
対
価
を
払
う
と
い
う
等
価
交

換
の
世
界
。
数
値
は
増
減
す
る
し
、
対
価
を
払
え
ば
「
こ
れ
だ
け
し
た
の
に
、

こ
れ
だ
け
払
っ
た
の
に
」
と
い
う
思
い
が
起
こ
る
。
数
値
で
量
ら
れ
て
、
で
き

た
ら
認
め
ら
れ
る
世
界
で
は
、
で
き
な
い
も
の
の
居
場
所
が
な
い
。
競
争
さ
せ

ら
れ
、
で
き
な
け
れ
ば
自
己
責
任
と
非
難
さ
れ
る
ス
ト
レ
ス
だ
ら
け
の
社
会
。
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年
を
取
っ
て
で
き
な
い
こ
と
が
増
え
て
く
れ
ば
自
分
の
存
在
意
義
が
な
く
な

る
。
校
長
を
退
職
す
る
と
き
に
、
先
輩
に
「
ボ
ケ
な
い
た
め
に
は
キ
ョ
ウ
イ
ク

（
教
育
？
）
と
キ
ョ
ウ
ヨ
ウ
（
教
養
？
）
が
大
事
」
と
言
わ
れ
た
。
は
て
？
と

思
っ
た
が
、「
今
日
行
く
（
キ
ョ
ウ
イ
ク
）
と
こ
ろ
、
今
日
用
（
キ
ョ
ウ
ヨ
ウ
）

が
あ
る
こ
と
」
が
大
事
だ
と
教
え
ら
れ
、
な
る
ほ
ど
と
思
っ
た
。
年
を
取
っ
て

も
行
く
場
所
が
あ
る
、
役
割
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。 

で
き
た
ら
認
め
ら
れ
る
か
ら
「
頑
張
り
ま
す
」
と
い
う
世
界
か
ら
、
で
き
な

い
こ
と
が
増
え
て
「
お
願
い
し
ま
す
」。
何
も
で
き
な
く
な
っ
て
「
お
任
せ
し

ま
す
」。
最
後
に
は
た
だ
た
だ
「
有
難
う
」
、
と
な
る
べ
き
な
の
だ
が
、
な
か
な

か
そ
う
は
な
ら
な
い
。
自
分
が
人
よ
り
で
き
る
こ
と
を
誇
り
、
お
任
せ
し
て
も

あ
れ
が
ま
ず
い
と
文
句
を
言
い
、
感
謝
の
と
こ
ろ
ま
で
は
た
ど
り
着
か
な
い
。 

 

親
鸞
聖
人
は
比
叡
山
で
二
十
年
間
修
業
さ
れ
た
が
、
量
の
世
界
、
で
き
た
ら

認
め
ら
れ
る
世
界
で
苦
悩
さ
れ
、
ど
う
や
っ
て
も
で
き
な
い
と
こ
ろ
ま
で
行

き
着
か
れ
た
。
そ
し
て
法
然
上
人
に
出
会
っ
て
、
本
願
、
無
量
の
世
界
に
感
動

し
、
帰
依
さ
れ
た
。
本
願
の
世
界
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
い
の
ち
が
何
の
条
件
も
な

く
尊
い
と
認
め
ら
れ
て
い
く
世
界
、
条
件
次
第
で
変
わ
る
量
と
い
う
も
の
を

問
わ
な
い
世
界
。
何
の
条
件
も
な
く
と
い
う
と
、
悪
い
こ
と
を
し
て
も
よ
い
の

か
と
い
う
人
が
い
る
が
、
本
当
に
本
願
に
目
覚
め
る
と
、
こ
の
大
切
な
い
の
ち

を
そ
の
よ
う
に
使
お
う
な
ど
と
は
思
わ
な
い
。 

 

念
仏
し
た
ら
ど
う
な
る
の
か
、
と
聞
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
海
に
潜
っ
て
み

る
と
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
、
と
聞
か
れ
て
も
き
ち
ん
と
説
明
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
潜
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
そ
れ
と
同

じ
で
念
仏
も
称
え
て
く
だ
さ
い
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
親
鸞
聖
人
が
『
歎

異
抄
』
で
、「
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
」
と
の
法

然
上
人
の
仰
せ
に
ま
か
せ
る
の
み
、
と
述
べ
ら
れ
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の

中
で
見
え
て
く
る
世
界
が
あ
る
。 

親
子
の
関
係
に
は
目
的
が
あ
る
。「
あ
あ
な
っ
て
ほ
し
い
、
こ
う
し
て
欲
し

い
」
と
い
う
欲
（
条
件
）
が
あ
る
。
祖
父
母
は
孫
に
「
こ
こ
に
い
て
く
れ
れ
ば

い
い
」（
無
条
件
）
と
い
う
思
い
だ
け
で
あ
る
。
祖
父
母
が
仏
さ
ま
に
お
参
り

す
る
と
き
、
そ
ば
に
孫
が
い
れ
ば
素
直
に
手
が
合
わ
さ
る
。
年
を
と
っ
て
も
役

割
が
あ
る
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

浄
土
真
宗
の
本
尊
は
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」、
そ
れ

を
漢
訳
し
た
も
の
が
「
帰
命
無
量
寿
如
来
」。
本
当

に
求
め
て
い
く
べ
き
も
の
（
い
の
ち
の
帰
す
る
と
こ

ろ
）
が
分
か
っ
た
人
は
、
そ
れ
を
伝
え
て
い
く
使
命

が
あ
る
の
で
あ
る
。 

と
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

昨
今
、
お
念
仏
の
声
が
あ
ま
り
聞
こ
え
な
い
と
言

わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
仏
教
、
浄
土
真
宗
の
み
教
え
が

私
た
ち
に
と
っ
て
必
要
な
い
の
で
は
な
く
、
私
た
ち

が
求
め
て
い
る
も
の
が
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
、
き
ち
ん
と
親
鸞
聖
人
と
出
会
え
て
い
な
い
の

で
は
な
い
か
、
と
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
で
す
。 

 

秋
季
永
代
経
報
告 

 

九
月
二
十
七
日
、
秋
季
永
代
経
勤
修
。
法
話
は
川

田
慈
恵
師
（
高
松
市
・
妙
楽
寺
）。
仏
教
、
浄
土
真

宗
は
四
苦
八
苦
か
ら
の
救
い
を
説
く
。
そ
れ
は
、
し

あ
わ
せ
に
な
る
教
え
で
は
な
く
、
し
あ
わ
せ
か
ど
う

か
気
に
な
ら
な
く
な
る
教
え
で
あ
る
、
と
聞
か
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
前
住
職
が
往
生
し
て
は
じ
め
て

の
寺
院
法
要
。
お
勤
め
の
声
が
一
つ
足
り
な
い
寂
し

さ
を
感
じ
な
が
ら
も
、
倶
会
一
処
、
お
念
仏
の
み
教

え
の
有
難
さ
を
感
じ
た
こ
と
で
す
。 


