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一
心
寺
か
わ
ら
版 

第
三
十
八
号 

平
成
二
十
八
年
九
月
発
行 

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

シ
リ
ー
ズ
・
葬
儀
を
考
え
る
④
～
現
代
の
葬
儀
と
こ
れ
か
ら
～ 

葬
儀
を
考
え
る
シ
リ
ー
ズ
第
四
回
、
今
回
で
最
終
回
。
現
代
の
葬
儀
に
つ
い

て
考
え
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

「
終
活
」
と
い
う
言
葉
は
二
〇
一
〇
年
の
新
語
・
流
行
語
大
賞
に
ノ
ミ
ネ
ー

ト
さ
れ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
言
葉
が
出
て
き
た
理
由
は
、
第
一
に
核
家
族
化
の

進
行
。
普
段
の
生
活
の
中
で
子
ど
も
に
伝
え
る
べ
き
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い

な
い
。
だ
か
ら
、
子
ど
も
に
は
任
せ
ら
れ
な
い
。
自
分
で
準
備
を
し
な
い
と
、

と
考
え
る
人
が
増
え
て
き
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
と
言
わ
れ
ま
す
。 

そ
れ
が
影
響
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
新
聞
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
「
理
想
の

最
後
は
」
と
の
質
問
に
、「
突
然
死
」
と
答
え
た
方
が
六
割
だ
っ
た
そ
う
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、「
そ
れ
で
淋
し
く
な
い
の
で
し
ょ
う
か
、
お
礼
を
言
っ
て
人

生
終
わ
り
た
く
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
問
い
か
け
た
方
が
お
ら
れ
ま
し
た
。 

 
 

ま
た
、「
自
分
の
葬
儀
を
し
て
ほ
し
い
か
」
と
い
う
質
問
に
は
、「
し
て
ほ
し

く
な
い
」
と
答
え
た
方
が
四
割
。
ま
た
、「
墓
は
い
ら
な
い
」
と
い
う
人
も
四

割
お
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
た
だ
、
墓
は
い
ら
な
い
と
い
う
方
も
時
々
思
い
出
し

て
も
ら
え
た
ら
う
れ
し
い
と
の
こ
と
。
葬
儀
を
し
て
ほ
し
く
な
い
、
墓
は
い
ら

な
い
と
い
う
理
由
の
第
一
は
「
家
族
を
煩
わ
せ
た
く
な
い
か
ら
」
だ
そ
う
で
す
。 

両
親
、
近
親
者
の
葬
儀
を
煩
わ
し
い
も
の
と
感
じ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ

は
大
変
嘆
か
わ
し
い
こ
と
で
す
が
、
残
さ
れ
た
も
の
は
本
当
に
そ
う
考
え
て

い
る
の
で
し
ょ
う
か
。「
あ
な
た
の
大
切
な
人
が
亡
く
な
っ
た
ら
ど
う
し
ま
す

か
」
と
の
質
問
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
方
が
「
葬
儀
を
す
る
」
と
答
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
回
答
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

昨
今
、
葬
儀
の
規
模
が
縮
小
さ
れ
、
で
き
る
限
り
周
り
の
人
へ
知
ら
せ
な
い

「
家
族
葬
」
が
増
え
て
き
た
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
当
事
者
で
あ
る
家
族
は

別
と
し
て
、
他
の
方
へ
迷
惑
を
か
け
た
く
な
い
、
で
き
る
限
り
煩
わ
し
い
こ
と

を
避
け
た
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
あ
る
葬
儀
社
社
員
は
「
亡
く

な
っ
た
人
を
弔
い
た
い
と
い
う
思
い
は
、
人
間
の
本
能
。
喪
主
側
と
し
て
は
忙

し
い
中
、
わ
ざ
わ
ざ
来
て
も
ら
っ
て
申
し
訳
な
い
と
思
う
が
、
参
列
す
る
側
は

負
担
と
考
え
て
い
な
い
。
む
し
ろ
最
後
の
お
別
れ
を
し
た
い
と
い
う
思
い
が

強
い
」
と
語
っ
て
い
ま
す
。 

思
想
家
・
内
田
樹
氏
は
「
知
ら
れ
て
い
る
通
り
、

人
類
は
死
者
を
弔
う
儀
礼
を
行
う
こ
と
で
他
の
霊

長
類
か
ら
分
岐
し
た
。
人
間
は
な
ぜ
儀
礼
を
お
こ
な

っ
た
の
か
に
つ
い
て
納
得
の
ゆ
く
説
明
を
私
は
一

つ
し
か
知
ら
な
い
。
そ
れ
は
人
間
だ
け
が
「
死
者
が

切
迫
し
て
く
る
」
と
い
う
背
理
に
耐
え
る
能
力
を
備

え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
死
は
誰
に
も
訪
れ
る
と
い
う
こ
と
を
人
間
は
知
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
そ
の
事
実
に
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
の
最
た
る
場
が
葬

儀
で
し
ょ
う
。 

医
師
・
日
野
原
重
明
氏
は
「
人
生
と
は
「
生
老
病

死
」
の
四
苦
か
ら
の
解
脱
に
あ
る
、
と
お
釈
迦
さ

ま
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
そ
の
四
苦
な
る
人

生
を
ま
っ
た
く
の
手
探
り
で
歩
む
の
で
あ
れ
ば
、

い
か
に
も
困
難
に
満
ち
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
幸
い

に
し
て
、
私
た
ち
は
膨
大
な
過
去
の
な
か
に
無
数

の
生
き
方
の
モ
デ
ル
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」

と
述
べ
て
い
ま
す
。 

葬
儀
に
参
列
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
故
人
を
偲
ぶ
と
同
時
に
、
自
ら
の
い
の

ち
の
行
き
先
を
見
つ
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
故
人
を
仏
さ
ま
と
し
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て
拝
む
と
い
う
こ
と
は
、
行
き
先
は
浄
土
で
あ
る
、
仏
の
世
界
で
あ
る
と
い
う

安
心
を
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ま
も
、
親
鸞
聖
人
も
、
ご

縁
の
あ
っ
た
方
々
も
、
私
た
ち
に
と
っ
て
は
生
老
病
死
を
生
き
抜
い
た
先
人
、

モ
デ
ル
な
の
で
す
。
親
し
い
人
の
葬
儀
の
知
ら
せ
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

な
い
な
ら
ば
、
そ
の
大
切
な
場
が
奪
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か

ね
ま
せ
ん
。 

(

親
鸞
聖
人
が
荼
毘
に
付
さ
れ
涙
を
流
す
人
々
→) 

誰
し
も
、
親
鸞
聖
人
と
同
じ
よ
う
に
、
自
分
の
葬
儀
を

盛
大
に
し
て
ほ
し
い
と
は
思
わ
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か

し
、
本
当
に
私
を
思
う
人
々
が
集
う
葬
儀
な
ら
ば
、
し
て

ほ
し
い
と
い
う
の
が
本
音
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
る

葬
儀
社
社
員
の
「
私
は
、
家
族
葬
と
い
う
の
は
、
家
族
だ

け
で
送
り
出
す
葬
儀
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
本
当
に
家

族
を
中
心
と
し
て
心
を
込
め
て
出
す
葬
儀
と
い
う
意
味

だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
ま
で
そ
れ
が
で
き
て
い
な
か
っ

た
こ
と
へ
の
反
省
を
込
め
た
呼
び
方
で
す
。
少
人
数
で
あ

る
か
、
大
勢
の
方
が
弔
問
に
訪
れ
る
か
は
関
係
あ
り
ま
せ

ん
」
と
の
言
葉
が
胸
に
残
っ
て
い
ま
す
。 

い
つ
か
終
わ
り
を
迎
え
る
人
生
、
こ
の
い
の
ち
を
ど
の

よ
う
に
、
ど
こ
へ
向
か
っ
て
生
き
て
い
け
ば
良
い
の
か
を

伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
葬
儀
な
ら
ば
、
ご
縁
の
あ
っ
た
方

に
参
列
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
せ
ん
か
。 

 

葬
儀
は
確
か
に
大
変
で
す
。
導
師
を
務
め
て
い
た
だ
く
僧
侶
と
日
時
を
決

定
。
葬
儀
社
と
は
、
ど
の
よ
う
な
形
式
に
す
る
か
相
談
し
、
お
棺
や
お
飾
り
、

返
礼
品
な
ど
必
要
な
も
の
を
選
び
ま
す
。
お
参
り
し
て
い
た
だ
き
た
い
方
に

案
内
を
出
し
、
弔
問
客
に
失
礼
の
な
い
よ
う
に
手
筈
を
整
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん

多
額
の
費
用
が
必
要
で
す
。
最
も
大
事
な
は
ず
の
仏
さ
ま
に
手
を
合
わ
す
余

裕
も
な
い
く
ら
い
で
す
。 

昨
今
、
気
遣
い
が
行
き
過
ぎ
て
、
葬
儀
を
面
倒
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
隣
近
所
に
手
伝
っ
て
も
ら
っ
た
ら
、
香
典
を
い

た
だ
い
た
ら
、
す
ぐ
に
お
返
し
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
面
倒
で
連
絡

し
な
い
、
香
典
辞
退
も
多
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
昔
は
、
親
戚
、
隣
近
所

み
ん
な
で
協
力
し
て
葬
儀
を
出
し
て
い
ま
し
た
。
香
典
は
、
物
入
り
で
あ
る
葬

儀
時
の
相
互
扶
助
の
意
味
が
あ
り
ま
し
た
。
返
礼
が
煩
わ
し
い
か
ら
と
香
典

を
辞
退
す
れ
ば
、
経
済
的
負
担
が
増
し
て
し
ま
い
ま
す
。
お
返
し
は
そ
の
機
会

が
来
た
時
に
、
で
き
る
時
に
す
れ
ば
良
か
っ
た
は
ず
で
す
。
ま
た
、
負
担
を
減

ら
す
た
め
に
、
い
わ
ゆ
る
家
族
葬
を
選
ん
だ
も
の
の
、
後
に
な
っ
て
訃
報
を
知

っ
た
人
か
ら
の
連
絡
や
弔
問
へ
の
対
応
、
親
戚
や
知
人
か
ら
の
不
満
も
出
て
、

精
神
的
な
負
担
を
感
じ
る
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。 

弔
問
す
る
側
は
、
故
人
、
悲
し
み
に
暮
れ
る
喪
主
側
を
思
い
遣
る
心
で
参
列

す
る
の
で
す
。
弔
問
客
へ
、
疲
れ
切
っ
て
い
る
喪
主
が
起
立
し
て
礼
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
も
考
え
も
の
で
す
。
喪
主
側
が
で
き
る
限
り
仏
さ
ま
の
こ

と
に
専
念
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
す
。
そ
れ
で
こ
そ
先
に
葬
儀
社
社
員
が

言
う
よ
う
な
、
本
当
の
意
味
で
の
家
族
葬
と
な
る
の
で
し
ょ
う
。 

 

十
年
前
頃
ま
で
は
、
葬
儀
は
家
で
行
う
の
が
当
た
り
前
で
し
た
。
ま
ず
は
仏

間
に
遺
体
を
安
置
し
て
臨
終
勤
行(

枕
経)

、
次
の
日
の
夜
に
親
族
、
講
中
で
通

夜
を
執
り
行
い
、
翌
日
に
葬
儀
。
火
葬
に
し
て
遺
骨
を
家
に
持
ち
帰
り
、
講
中

の
お
勤
め
。
そ
の
翌
日
に
僧
侶
を
招
い
て
初
七
日
法
要
と
い
う
の
が
一
連
の

流
れ
で
し
た
。
今
は
亡
く
な
ら
れ
た
ら
葬
儀
会
館
へ
移
動
し
て
、
可
能
な
ら
当

日
に
通
夜
、
翌
日
葬
儀
と
初
七
日
を
勤
め
て
、
精
進
落
と
し
の
お
膳
を
い
た
だ

い
て
解
散
、
二
日
間
で
終
わ
ら
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
増
え
て
い
ま
す
。
内
容
的

に
も
時
間
的
に
も
簡
素
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
楽
に
な
っ
て
良
か
っ
た
と
思
っ

て
お
ら
れ
る
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
物
理
的
に
簡
素
に
す
る
の
は
良
い

の
で
す
が
、
心
も
簡
素
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
本
末
転
倒
で
す
。 
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何
よ
り
葬
儀
は
、
仏
さ
ま
が
中
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
仏
さ
ま
の
教
え
を

聞
く
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
浄
土
真
宗
の
葬
儀

は
、
浄
土
に
往
生
し
た
故
人
を
偲
び
つ
つ
お
念
仏
を
称
え
て
、
私
も
同
じ
浄
土

に
生
ま
れ
往
く
こ
と
を
聞
き
開
い
て
ゆ
く
も
の
で
す
。 

浄
土
真
宗
で
は
法
名
を
授
か
り
ま
す
。
浄
土
真
宗
の
開
祖
、
親
鸞
聖
人
は

「
釋
親
鸞
」
と
名
の
ら
れ
ま
し
た
。
真
宗
門
徒
は
み
な
親
鸞
聖
人
に
倣
っ
て
、

お
釈
迦
さ
ま
の
一
字
「
釋
」
を
授
か
り
、
仏
弟
子
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の

た
だ
俗
に
染
ま
っ
て
い
た
も
の
か
ら
、
新
た
に
仏
道
の
歩
み
が
始
ま
る
と
い

う
こ
と
で
、
俗
名
と
は
異
な
る
法
名
を
名
の
る
の
で
す
。
本
来
、
生
前
に
授
か

る
べ
き
も
の
で
す
が
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
い
た
だ
き
な
が
ら
も
そ
の
機
会
が

な
か
っ
た
方
に
は
葬
儀
の
折
に
授
け
ら
れ
ま
す
。 

葬
儀
で
は
、
法
名
を
授
か
る
帰
敬
式
、
仏
と
法
と
僧
に
帰
依
す
る
帰
三
宝
式
、

そ
し
て
仏
さ
ま
を
拝
す
る
仏
拝
式
、
そ
の
み
教
え
を
聞
く
聴
聞
式
な
ど
の
お

勤
め
が
な
さ
れ
ま
す
。 

一
心
寺
で
は
現
在
、
帰
三
宝
偈
・
帰
敬
式
・
讃
仏
偈
・
伽
陀
・
表
白
・
正
信

偈
・
重
誓
偈
と
い
う
式
次
第
で
お
勤
め
し
て
い
ま
す
。
経
文
自
体
は
分
か
ら
な

く
て
も
、
そ
の
お
勤
め
の
心
を
知
る
だ
け
で
葬
儀
を
大
切
な
仏
事
と
し
て
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

全
四
回
に
わ
た
っ
て
、
葬
送
の
歴
史
、
先
人
の
思
い
、
現
代
の
考
え
方
な
ど

を
通
し
て
葬
儀
に
つ
い
て
考
え
て
き
ま
し
た
。
葬
儀
と
は
ど
う
い
う
意
味
を

持
つ
の
か
、
葬
儀
の
何
が
大
切
な
の
か
見
え
て
く
る
参
考
に
な
れ
ば
と
思
う

こ
と
で
す
。 

必
要
の
な
い
い
の
ち
は
な
い
？ 

七
月
二
十
六
日
に
起
こ
っ
た
知
的
障
害
者
施
設
で
の
殺
傷
事
件
。
な
ぜ
こ

の
よ
う
な
凶
行
が
、
と
悲
し
み
と
憤
り
が
止
ま
り
ま
せ
ん
。
紙
上
で
、
あ
る
宗

教
者
が
「
障
害
が
あ
ろ
う
が
、
な
か
ろ
う
が
、
必
要
の
な
い
い
の
ち
は
な
い
」

と
発
言
さ
れ
ま
し
た
。
す
べ
て
の
い
の
ち
が
必
要
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
一
見

素
晴
ら
し
い
考
え
で
す
。
し
か
し
、
少
し
違
和
感
を
覚
え
ま
す
。
い
の
ち
は
「
必

要
で
あ
る
」
か
ら
大
切
な
の
で
し
ょ
う
か
。
お
釈
迦

さ
ま
は
次
の
よ
う
に
説
き
ま
す
。 

「
す
べ
て
の
者
は
暴
力
に
お
び
え
る
。
す
べ
て
の
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
」

（『
ダ
ン
マ
パ
ダ
』） 

た
だ
、
誰
も
が
「
愛
し
い
も
の
」
だ
か
ら
大
切
な
の

で
す
。
必
要
か
不
必
要
か
を
は
か
る
こ
と
自
体
な
い

の
で
す
。
い
の
ち
を
は
か
る
こ
と
な
く
（
寿
を
量
る

こ
と
無
く
）、
と
も
に
生
き
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。 

「
帰
命
無
量
寿
如
来
」（『
正
信
偈
』） 

仏
教
講
演
会
報
告 

シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
で
も
あ
り
、
僧
侶
で

も
あ
る
二
階
堂
和
美
さ
ん
の
ラ
イ
ブ
。
ス
タ
ジ
オ
ジ

ブ
リ
作
品
『
か
ぐ
や
姫
の
物
語
』
の
主
題
歌
「
い
の

ち
の
記
憶
」
は
も
ち
ろ
ん
、
女
性
ら
し
く
恋
愛
や
子

供
の
こ
と
を
唄
っ
た
曲
。
仏
教
に
通
じ
る
植
木
等
さ

ん
の
「
ス
ー
ダ
ラ
節
」。
原
爆
投
下
か
ら
七
十
年
経

っ
た
昨
年
作
ら
れ
た
い
の
ち
の
尊
さ
を
訴
え
る
「
伝

え
る
花
」
や
美
空
ひ
ば
り
さ
ん
の
「
一
本
の
鉛
筆
」。

時
に
軽
快
に
、
時
に
は
し
ん
み
り
と
し
た
語
り
口
。

彼
女
の
思
い
が
ひ
し
ひ
し
伝
わ
っ
て
く
る
素
晴
ら

し
い
ラ
イ
ブ
、
仏
教
講
演
会
と
な
り
ま
し
た
。 

 

「
こ
の
世
の
す
べ
て
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
、
そ
れ
で
も
生
き
る
、
私
は
生

き
る
」（
め
ざ
め
の
歌
）。
そ
れ
を
教
え
、
生
き
る
力
を
与
え
る
の
が
仏
教
で
す
。
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「
い
ま
の
す
べ
て
は
過
去
の
す
べ
て
、
必
ず
ま
た
会
え
る
、
懐
か
し
い
場
所
で
、

い
ま
の
す
べ
て
は
未
来
の
希
望
、
必
ず
憶
え
て
る
、
い
の
ち
の
記
憶
で
」（
い

の
ち
の
記
憶
）。
ま
さ
に
南
無
阿
弥
陀
仏
。
私
に
は
す
べ
て
が
流
れ
込
み
、
す

べ
て
に
支
え
ら
れ
て
い
る
、
だ
か
ら
安
心
、
だ
か
ら
ま
た
会
え
る
の
で
し
ょ
う
。 

春
季
彼
岸
会
報
告 

法
話
は
佐
々
木
安
徳
師
（
高
松
市･

専
光
寺
）
。

私
た
ち
は
生
老
病
死
と
い
う
苦
を
生
き
て
い
る
こ

と
を
さ
ま
ざ
ま
な
川
柳
を
あ
げ
て
説
明
。
天
才
バ

カ
ボ
ン
の
よ
う
に
「
こ
れ
で
い
い
の
だ
」
と
す
べ

て
を
受
け
入
れ
て
生
き
て
い
け
れ
ば
良
い
の
だ

が
、
そ
う
は
い
か
な
い
の
が
人
間
。
そ
の
苦
を
越

え
な
け
れ
ば
救
わ
れ
な
い
。
苦
し
む
私
の
杖
と
な

る
善
き
言
葉
が
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
。
正
信
偈
に
あ
る
「
帰
命
無
量
寿
如
来
、

南
無
不
可
思
議
光
」、
慈
悲
と
智
慧
が
私
た
ち
に
降
り
注
い
で
い
る
と
い
う
こ

と
。
智
慧
に
よ
っ
て
何
が
大
事
か
を
知
ら
さ
れ
る
。
私

を
支
え
る
い
の
ち
の
は
た
ら
き
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、

私
は
許
さ
れ
て
生
き
て
い
る
と
い
う
慈
悲
の
世
界
に

目
覚
め
る
。
私
を
待
っ
て
い
て
下
さ
る
親
鸞
聖
人
、
父

母
、
善
き
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
。
そ
こ
に
向
か
っ
て

善
き
言
葉
、
南
無
阿
弥
陀
仏
に
導
か
れ
て
生
き
て
い
き

ま
し
ょ
う
。
と
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

初
参
式
報
告 

小
さ
な
い
の
ち
が
仏
の
子
と
し
て
す
く
す
く
育
つ

こ
と
を
願
っ
て
の
初
参
り
「
初
参
式
」。 

小
さ
な
子
が
合
掌
す
る
姿
は
何
と
も
い
え
ず
微
笑
ま

し
い
も
の
で
す
。 

よ
る
し
る
べ 

二
〇
一
六 

開
催
！ 

十
月
二
十
一
～
二
十
三
、
二
十
八
～
三
十
日
、 

十
一
月
三
～
六
日
・
十
八
～
二
十
一
時
に
開
催
。 

今
年
も
昨
年
よ
る
し
る
べ
を
盛
り
上
げ
た
ア

ー
テ
ィ
ス
ト
が
そ
ろ
っ
て
登
場
。
ア
ー
ト
に
彩

ら
れ
た
夜
の
観
音
寺
を
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。 

声
明･

雅
楽･

舞
楽
を
楽
し
む
「
よ
る
し
ら
べ
」

は
十
月
二
十
二
日
、
十
一
月
三
～
四
日
で
す
。 

落
語
の
中
に
浄
土
真
宗
？ 

落
語
の
起
源
は
仏
教
の
お
説
教
だ
っ
て
知
っ
て
い
ま
す
か
。
安
楽
庵
策
伝

と
い
う
お
坊
さ
ん
が
『
醒
睡
笑
』
と
い
う
本
を
著
し
ま
し
た
。
お
寺
で
の
お
説

教
は
退
屈
、
眠
く
な
る
。
だ
か
ら
「
睡
眠
を
醒
ま
す
笑
い
」
が
必
要
と
い
う
こ

と
で
。
こ
れ
が
落
語
の
テ
キ
ス
ト
に
な
り
ま
し
た
。 

定
番
ネ
タ
「
寿
限
無
」(

じ
ゅ
げ
む)

。
子
供
の
名
付
け
の
中
に
多 

く
の
宗
教

知
識
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。「
寿
限
無
」
と
は
「
寿
が
限
り
無
し
」」、
阿

弥
陀
さ
ま
の
別
名
「
無
量
寿
」
の
こ
と
で
す
。
ま
た
「
お
文
さ
ん
」
は
、
船
場

の
商
人
た
ち
の
熱
心
な
浄
土
真
宗
信
仰
が
背
景
に
な
っ
て
い
ま
す
。
「
お
文
」

と
い
う
の
は
、
浄
土
真
宗
の
蓮
如
上
人
が
出
さ
れ
た
お
手
紙
の
こ
と
で
す
。
一

人
の
人
間
が
扮
装
も
背
景
も
な
し
に
正
座
し
て
語
り
続
け
る
と
い
う
世
界
で

も
例
の
な
い
話
芸
の
ス
タ
イ
ル
。
そ
れ
は
、
仏
教
の
お
説
教
が
ル
ー
ツ
と
な
っ

て
出
来
上
が
っ
た
の
で
す
。「
高
座
」
と
は
お
坊
さ
ん
が
上
が
っ
て
説
教
し
て

い
た
台
の
こ
と
、「(

客
に)

受
け
る
」
と
い
う
の
は
「
受
け
念
仏
」
が
語
源
で
す
。 

香
川
県
で
は
、
生
で
落
語
を
聞
く
機
会
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
今

回
は
、
落
語
と
そ
の
背
景
に
あ
る
浄
土
真
宗
の
お
話
し
。
十
月
十
七
日
十
三
時
、

高
松
テ
ル
サ
に
て
。
講
師･

釈
徹
宗
師
、
落
語･

桂
坊
枝
師
匠
。「
落
語
の
中
の

浄
土
真
宗
」
、
ご
一
緒
に
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。 


