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一
心
寺
か
わ
ら
版 

第
四
十
三
号 

平
成
三
十
年
三
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 

 

お
寺
の
使
命
と
は 

現
在
、
一
心
寺
で
は
様
々
な
活
動
を
試
み
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ま
だ
ま
だ

お
寺
と
し
て
十
分
な
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
が
現
状
で
す
。

お
釈
迦
さ
ま
は
、
さ
と
り
を
開
か
れ
て
か
ら
の
四
十
五
年
間
、
出
会
わ
れ
た

人
々
の
苦
し
み
を
取
り
除
き
、
安
ら
か
に
生
き
て
い
く
道
を
説
か
れ
ま
し
た
。

時
代
は
変
わ
れ
ど
も
仏
教
、
お
寺
が
目
指
す
べ
き
も
の
は
同
じ
で
し
ょ
う
。 

「
未
来
の
住
職
塾
」
と
い
う
も
の
に
参
加
し
た
の
で
す
が
、
そ
こ
で
学
ん
だ

こ
と
は
ま
ず
、
使
命
や
ビ
ジ
ョ
ン
が
確
立
さ
れ
、
そ
れ
が
周
り
に
伝
わ
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。 

そ
こ
で
、
お
寺
の
使
命
と
し
て
「
悲
し
み
と
喜
び
を
共
に
、
不
安
か
ら
安
心

へ
」
を
掲
げ
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
は
「
一
人
居
て
喜
ば
は
二
人
と
思
う
べ
し
、

二
人
居
て
喜
ば
は
三
人
と
思
う
べ
し
、
そ
の
一
人
は
親
鸞
な
り
」
と
お
っ
し
ゃ

ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
聖
人
の
精
神
を
体
現
す
べ
く
、
浄
土
真
宗
の
寺
院
は
大
き

な
畳
敷
き
の
本
堂
を
構
え
て
い
ま
す
。
お
寺
に
大
勢
の
人
が
集
い
、
悲
し
み
と

喜
び
を
分
か
ち
合
い
、
と
も
に
救
わ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
き
た
か
ら
で
す
。
仏

法
を
通
し
て
、
い
の
ち
の
つ
な
が
り
を
感
じ
、
生
死
の
真
実
を
見
つ
め
る
こ
と

が
で
き
る
場
所
は
お
寺
を
お
い
て
他
に
な
い
で
し
ょ
う
。 

一
心
寺
も
、
誰
も
が
気
軽
に
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
、
同
朋
（
仲
間
）
と
な
れ

る
お
寺
（
サ
ン
ガ
）
に
な
れ
ば
と
願
い
ま
す
。
よ
り
良
い
お
寺
を
目
指
し
て
運

営
に
ご
協
力
い
た
だ
け
る
方
が
居
ら
れ
ま
し
た
ら
お
声
掛
け
く
だ
さ
い
。 

今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
相
談
の
ご
紹
介 

時
代
は
進
ん
で
も
、
科
学
が
進
歩
し
て
も

残
念
な
が
ら
人
生
は
思
い
通
り
に
な
ら
ず
、

悩
み
は
な
く
な
り
ま
せ
ん
。 

以
前
、
い
の
ち
の
電
話
の
研
修
会
に
参
加

し
ま
し
た
。
相
談
者
に
な
る
に
は
、
か
な
り

の
研
修
時
間
を
要
し
ま
す
。
県
内
で
は
高
松

に
あ
り
、
相
談
者
が
一
室
で
電
話
が
鳴
る
の

を
待
ち
ま
す
。
そ
の
場
所
に
待
機
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
性
質
上
、
常
に
人
手
不

足
だ
そ
う
で
す
。
恥
ず
か
し
な
が
ら
私
た
ち

も
み
な
断
念
し
ま
し
た
。 

そ
ん
な
中
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
相
談
が
増

え
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、「
ｈ
ａ
ｓ
ｕ
ｎ
ｏ
ｈ
ａ
（
ハ
ス
ノ
ハ
）」。「
人
生
は
四

苦
八
苦
―
あ
な
た
の
悩
み
、
怒
り
、
苦
し
み
を
お
坊
さ
ん
が
癒
し
、
救
い
、
た

ま
に
一
喝
し
ま
す
」。 

相
談
す
る
と
色
々
な
宗
旨
の
僧
侶
が
誰
彼
と
な
く
答
え
て
く
れ
る
と
い
う

方
式
。
メ
デ
ィ
ア
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
多
く
の
相
談
が
殺
到
し
て
順
番
待
ち

に
な
る
ほ
ど
だ
そ
う
で
す
。
仏
教
は
出
世
間
の
教
え
と
言
わ
れ
ま
す
。
世
間
と

は
違
っ
た
価
値
観
、
も
の
の
見
方
が
あ
る
と
気
付
か
さ
れ
て
救
わ
れ
る
こ
と

が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
自
分
が
相
談
し
な
く
て
も
、
他
の
方
と
僧

侶
と
の
応
答
を
見
る
だ
け
で
も
気
持
ち
が
楽
に
な
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。 

一
心
寺
に
も
気
軽
に
お
電
話
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
が
、
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
上
に
も
窓
口
が
あ
り
ま
す
。
本
当
は
悩
ん
で
い
る
そ
の
時
に
、
直
接
話
を

す
る
と
い
う
こ
と
が
大
切
な
の
で
し
ょ
う
が
、
匿
名
性
を
保
つ
こ
と
が
で
き

る
、
こ
の
よ
う
な
形
も
必
要
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 
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一
心
寺 

春
か
ら
の
行
事
を
ご
紹
介 

●
よ
る
し
る
べ
二
〇
一
八
春 

も
う
す
ぐ
開
催
！ 

 
 

 

恒
例
行
事
と
な
っ
て
来
た
感
も
あ
る
「
よ

る
し
る
べ
」
。
例
年
は
秋
開
催
で
す
の
で
、

二
〇
一
七
年
は
な
い
の
？
と
残
念
に
思
っ

て
い
た
方
も
お
ら
れ
た
の
で
は
。
今
回
は
初

め
て
の
春
開
催
。
過
去
二
回
の
瀬
戸
内
国
際

芸
術
祭
の
公
式
プ
ロ
グ
ラ
ム
時
の
作
品
は

も
ち
ろ
ん
、
毎
年
新
し
い
要
素
が
加
わ
っ
て

い
ま
す
。
今
年
は
観
音
寺
市
民
会
館
が
中
心

に
。
ま
た
地
元
グ
ル
ー
プ
の
竹
灯
り
の
展
示

も
あ
り
ま
す
。 

灯
り
に
導
か
れ
な
が
ら
、
映
像
作
品
な
ど

を
通
し
て
観
音
寺
の
歴
史
、
風
景
、
文
化
に

触
れ
る
夜
の
ま
ち
歩
き
。
是
非
ご
家
族
そ
ろ

っ
て
ご
来
場
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
昨
年
の
一
心
寺
境
内
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

●
よ
る
し
ら
べ
二
〇
一
八
春
～
声
明
・
雅
楽
コ
ン
サ
ー
ト
～ 

今
回
の
メ
イ
ン
は
「
十
二
礼
」。
御
懺
法

講
（
お
せ
ん
ぼ
う
こ
う
・
天
皇
皇
后
及
び
皇

族
方
の
年
忌
法
要
）
で
用
い
る
礼
拝
部
分

を
十
二
礼
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
現
在
、
御
懺

法
講
で
は
、
声
明
に
合
わ
せ
て
雅
楽
管
楽

器
で
あ
る
笙
（
し
ょ
う
）・
篳
篥
（
ひ
ち
り

き
）・
龍
笛
（
り
ゅ
う
て
き
）
で
旋
律
を
な

ぞ
る
よ
う
に
奏
し
て
い
ま
す
。
興
正
派
で

は
明
治
四
十
五
年
以
降
、
雅
楽
打
楽
器
で

あ
る
鞨
鼓
（
か
っ
こ
）・
太
鼓
（
た
い
こ
）・

鉦
鼓
（
し
ょ
う
こ
）
を
用
い
て
拍
子
に
の
せ

て
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
唱
え
て
い
ま
す
。 

和
蝋
燭
の
炎
に
照
ら
さ
れ
光
り
輝
く
荘

厳
の
中
で
、
美
し
く
和
し
た
声
明
・
雅
楽
の

調
べ
を
お
聞
か
せ
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

●
古
澤
巌
奉
納
公
演 

昨
年
は
観
音
寺
市
民
会
館
に
て
名
器

ス
ト
ラ
デ
ィ
ヴ
ァ
リ
ウ
ス
を
弾
き
、
世

界
最
高
峰
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ィ
ル
ハ
ー
モ

ニ
ー･

ヴ
ィ
ル
ト
ゥ
オ
ー
ゾ
と
の
弦
楽

五
重
奏
で
私
た
ち
を
魅
了
し
て
く
だ
さ

っ
た
古
澤
巌
さ
ん
が
再
び
一
心
寺
に
。

神
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
と
称
さ
れ
る
そ
の

演
奏
を
間
近
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る

最
高
に
贅
沢
な
ひ
と
時
で
す
。 
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●
は
じ
め
ま
し
て
仏
教 

ス
タ
ー
ト
！ 

日
本
で
は
総
人
口
の
八
〇
％
が
仏
教

信
者
、
仏
式
で
葬
儀
を
出
す
と
い
う
統
計

が
あ
り
ま
す
。
ほ
と
ん
ど
の
日
本
人
が
仏

教
と
関
り
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
案
外
、

そ
の
教
え
に
つ
い
て
知
る
機
会
は
少
な

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
学
校
で
は

歴
史
と
し
て
教
え
ら
れ
る
だ
け
。
親
戚
か

ら
葬
儀
、
法
事
の
風
習
を
聞
く
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
そ
の
意
味
ま
で
教
え
ら
れ
る
こ

と
は
稀
で
し
ょ
う
。 

普
遍
宗
教
と
し
て
世
界
に
広
ま
り
、
科

学
と
も
相
反
さ
な
い
と
注
目
さ
れ
、
二
五

〇
〇
年
以
上
の
長
き
に
亘
り
語
り
継
が

れ
て
い
る
仏
教
。
大
切
な
こ
と
に
気
づ
か

せ
て
く
れ
る
何
か
が
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
文
化
と
し
て
宗
教
と
し 

（
イ
ン
ド･

ク
シ
ナ
ガ
ル
の
釈
迦
涅
槃
像
） 

て
仏
教
を
で
き
る
限
り
分
か
り
易
く
、
お
伝
え
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

★
平
成
三
十
年
開
催
予
定
（
全
日
午
後
二
時
～
三
時
半
） 

第
一
回 

五
月
十
三
日
（
日
）「
お
釈
迦
さ
ま
っ
て
ど
ん
な
人
？
」 

第
二
回 

六
月
三
日
（
日
） 

「
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
っ
て
？
①
」 

第
三
回 

七
月
一
日
（
日
） 

「
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
っ
て
？
②
」 

第
四
回 

八
月
五
日
（
日
） 

「
仏
像
の
観
方
」 

第
五
回 

九
月
二
日
（
日
） 

「
イ
ン
ド
か
ら
中
国
、
日
本
へ
」 

第
六
回 

十
月
七
日
（
日
） 

「
な
ぜ
色
々
な
宗
派
が
あ
る
の
？
」 

●
お
て
ら
く
ご
～
お
寺+

落
語
～
二
〇
一
八 

昨
年
好
評
を
博
し
た
「
お
て
ら
く

ご
」
。
大
い
に
笑
わ
せ
て
く
だ
さ
っ

た
林
家
染
雀
師
匠
は
昨
年
「
繁
昌
亭

大
賞
」「
文
化
庁
芸
術
祭
賞
」
を
受
賞

さ
れ
た
そ
う
で
す
。
落
語
は
仏
教
の

お
説
教
が
起
源
と
い
う
こ
と
も
あ

り
、
お
寺
で
落
語
を
楽
し
み
、
仏
教

に
触
れ
よ
う
と
い
う
こ
の
企
画
。
今

年
は
笑
福
亭
松
枝
師
匠
、
予
定
演
目

の
一
つ
は
お
寺
を
舞
台
に
し
た
「
餅

屋
問
答
」
。
そ
れ
を
受
け
て
住
職
の 

 
 

 

（
昨
年
の
染
雀
師
匠
） 

話
、
そ
の
後
に
も
う
一
席
。
是
非
ご
来
場
く
だ
さ
い
。 

 

本
堂
雨
漏
り
修
理
報
告 

昨
年
、
秋
の
台
風
で
本
堂
に
雨
漏
り

被
害
が
あ
り
ま
し
た
。
平
成
八
年
の
修

復
以
来
初
め
て
の
こ
と
で
心
配
し
ま

し
た
が
、
幸
い
に
屋
根
か
ら
で
は
な

く
、
横
の
土
壁
水
切
り
か
ら
の
浸
水
。 

暖
か
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
修
理
に

取
り
掛
か
り
ま
し
た
。
足
場
に
あ
が
る

と
本
堂
の
高
さ
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。 

歴
史
あ
る
美
し
い
本
堂
を
後
世
に

残
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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宗
祖
報
恩
講
報
告 

雨
が
降
る
寒
い
中
で
の
宗
祖
報
恩
講
。
全
員
で
正
信
偈
を
読
誦
。
法
話
は
林

和
英
氏
（
高
松
市
・
覚
善
寺
）。 

 

大
乗
仏
教
の
基
本
で
あ
る
六
波
羅
蜜
、
布
施
（
見
返
り
を
求
め
な
い
施
し
）・

持
戒
（
自
ら
を
戒
め
る
）・
忍
辱
（
耐
え
忍
ぶ
）・
精
進
（
不
断
の
努
力
）・
禅

定
（
心
を
集
中
す
る
）・
智
慧
（
真
実
を
見
き
わ
め
る
）
の
お
話
。 

特
に
智
慧
に
つ
い
て
。
私
た
ち
の
知
恵
と
仏
さ
ま
の
智
慧
は
違
う
。
例
え
ば
、

ジ
ュ
ー
ス
を
二
人
で
分
け
る
時
に
ど
う
す
る
か
。
私
た
ち
は
知
恵
を
絞
っ
て

ち
ょ
う
ど
半
分
に
な
る
よ
う
に
計
ろ
う
と
す
る
。
仏
さ
ま
の
智
慧
に
は
必
ず

慈
悲
の
心
を
伴
う
。
一
人
が
も
う
一
人
に
ど
う
ぞ
お
先
に
飲
ん
で
く
だ
さ
い

と
言
う
。
先
に
飲
む
人
は
も
う
一
人
の
こ
と
を
考
え
て
半
分
以
上
残
し
て
ど

う
ぞ
と
言
う
。
お
互
い
の
こ
と
を
思
い
合
え
ば
計
る
必
要
な
ど
な
い
の
で
す
。 

 

ま
た
布
施
に
つ
い
て
、
無
財
の
七

施
、
眼
施
（
や
さ
し
い
ま
な
ざ
し
）・

和
顔
施
（
や
さ
し
い
表
情
）・
言
辞
施

（
や
さ
し
い
言
葉
づ
か
い
）
・
身
施

（
礼
儀
正
し
い
振
る
舞
い
）
・
心
施

（
思
い
や
り
）・
房
舎
施
（
や
さ
し
く

人
を
も
て
な
す
）・
床
座
施
（
席
を
ゆ

ず
る
）
の
お
話
。
そ
れ
に
加
え
て
耳
施

（
人
の
話
を
聞
く
）
が
大
事
で
あ
る

と
も
。 

 

仏
さ
ま
の
智
慧
を
い
た
だ
き
暮
ら

す
こ
と
が
、
し
あ
わ
せ
な
人
生
に
つ

な
が
る
こ
と
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。 

仏
教
マ
ン
ガ
説
法
②
「
ゆ
る
キ
ャ
ラ
」 

ひ
こ
に
ゃ
ん
や
く
ま
モ
ン
な
ど
、
全
国
的
に
は
ゆ
る
キ
ャ
ラ
が
大
人
気
。 

こ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
い
う
言
葉
。
元
の
意
味
は
「
特
徴
」
や
「
性
質
」
を

表
す
言
葉
で
す
が
、
特
徴
と
い
え
ば
仏
さ
ま
に
は
、
指
の
水
か
き
、
長
く
広
い

舌
、
額
の
白
毫
な
ど
な
ど
、「
三
十
二
相
・
八
十
種
好
」
と
い
わ
れ
る
特
徴
が

あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
言
わ
ば
「
ゆ
る
キ
ャ
ラ
」
な
ら
ぬ
「
超
キ
ャ
ラ
」

と
で
も
い
え
る
で
し
ょ
う
か
。 

し
か
し
、
長
年
、
仏
像
な
ど
で
育
ま
れ
た
日
本
人
の
美
意
識
も
変
化
し
、
今

や
「
カ
ワ
イ
イ
！
」
が
最
高
の
褒
め
言
葉
に
な
っ
た
感
も
あ
り
ま
す
。
千
年
後

に
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
カ
ワ
イ
イ
仏
像
が
世
を
席
巻
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
佐
々
木
正
祥
） 

 

 


