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一
心
寺
か
わ
ら
版 

第
四
十
七
号 

令
和
元
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 

「
お
て
ら
く
ご
」
報
告 

今
年
は
桂
文
我
師
匠
。
ま
ず
は
、
落
語
と

仏
教
の
関
係
な
ど
を
お
話
し
く
だ
さ
り
、

小
噺
で
徐
々
に
場
を
温
め
て
最
初
の
演
目

「
高
台
寺
」
へ
。
毎
晩
、
一
文
銭
で
飴
を
買

い
に
来
る
女
性
、
七
日
目
に
お
金
が
な
い

と
言
う
。
三
途
の
川
の
渡
し
賃
は
六
文
銭
、

こ
の
女
性
は
幽
霊
で
は
な
い
か
。
女
性
の

後
を
つ
け
て
い
く
と
墓
場
で
赤
ち
ゃ
ん
の

泣
き
声
。
掘
り
返
し
て
み
る
と
、
骸
に
な
っ

た
母
親
と
赤
ん
坊
。
い
の
ち
終
え
て
も
わ
が
子
の
た
め
に
三
途
の
川
の
渡
し
賃
・

六
文
銭
で
飴
を
買
い
赤
ち
ゃ
ん
を
守
る
母
親
、
い
わ
ゆ
る
人
情
噺
で
す
。 

  

幕
間
に
は
「
お
て
ら
く
ご
」
の
お
寺
の
部
、「
高
台
寺
」
に
因
ん
で
の
お
話
。
こ

の
高
台
寺
（
飴
買
い
幽
霊
）
に
出
て
来
る
赤
ち
ゃ
ん
は
ゲ
ゲ
ゲ
の
鬼
太
郎
（
墓
場

の
鬼
太
郎
）
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
と
か
。
三
途
の
川
と
は
此
岸
（
こ
の
世
）
と
彼

岸
（
あ
の
世
）
を
分
け
る
境
目
に
あ
る
川
。
三
途
は
餓
鬼
道
・
畜
生
道
・
地
獄
道

を
あ
ら
わ
す
と
も
、
川
を
渡
る
方
法
に
三
種
類
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
も
言
わ
れ

ま
す
。
そ
の
川
の
渡
し
船
の
料
金
は
六
文
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
仏
式
の
葬
儀
の

際
に
は
六
文
銭
を
持
た
せ
る
と
い
う
習
俗
が
続
い
て
い
ま
す
。 

六
道
と
は
三
途
の
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
に
加
え
て
、
人
間
、
天
人
、
阿
修
羅
の

六
つ
の
こ
と
。
そ
の
姿
を
一
つ
ひ
と
つ
見
て
み
る
と
、
私
の
こ
と
で
は
な
い
か
、

現
代
に
生
き
る
私
た
ち
は
ま
さ
に
三
途
、
迷
い
苦
し
み
の
中
に
い
る
の
で
は
な
い

か
と
感
じ
ま
す
。
こ
の
三
途
、
六
道
を
超
え
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
悔
い
の
残
る
人
生

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
浄
土
真
宗
で
は
三
途
の
川
の
渡
し

賃
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
日
頃
お
勤
め
す
る
『
正
信
偈
』
の
最
後
の
和
讃
に
「
仏

光
照
曜
崔
第
一
…
三
途
の
黒
闇
ひ
ら
く
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
阿
弥
陀
さ
ま
の

は
た
ら
き
で
三
途
の
黒
闇
が
開
け
て
、
浄
土
へ
と
往
生
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

 

「
三
途
の
川
」
の
川
に
ち
な
ん
で
、
美
空
ひ
ば
り

さ
ん
の
名
曲
「
川
の
流
れ
の
よ
う
に
」
を
取
り
上
げ

ま
し
た
。
ひ
ば
り
さ
ん
は
「
こ
の
曲
は
い
い
よ
ね
、

人
生
っ
て
い
う
の
は
真
っ
直
ぐ
だ
っ
た
り
曲
が
っ

て
た
り
、
流
れ
が
速
か
っ
た
り
遅
か
っ
た
り
、
本
当

に
川
の
流
れ
の
よ
う
な
も
の
な
の
よ
。
で
も
ね
、
最

後
は
み
ん
な
同
じ
海
に
注
ぐ
の
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
ら

れ
た
そ
う
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
「
如
衆
水
入
海
一
味
」

（
す
べ
て
の
水
は
海
に
入
っ
て
一
つ
の
味
と
な
る
、

『
正
信
偈
』）
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
し
た
。 

 

「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
は
、
わ
が
名
を
称
え
て
浄

土
に
生
ま
れ
よ
と
い
う
阿
弥
陀
さ
ま
か
ら
の
呼
び

声
で
す
。
い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
ん
な
人
生
を
送
ろ
う

と
も
一
つ
の
と
こ
ろ
に
生
ま
れ
る
、
阿
弥
陀
さ
ま
の

は
た
ら
き
で
あ
る
大
き
な
川
の
流
れ
に
乗
っ
て
、
お

浄
土
で
仏
さ
ま
と
な
っ
て
会
え
る
の
で
す
。 

 

再
び
文
我
師
匠
の
登
場
。
他
で
は
聞
け
な
い
伝
説

の
落
語
家
さ
ん
の
破
天
荒
な
面
白
い
話
に
大
爆
笑
。
そ
し
て
最
後
の
演
目
は
「
試

し
酒
」。
久
蔵
に
「
酒
五
升
（
約
九
リ
ッ
ト
ル
）
飲
み
干
せ
る
か
」
と
賭
け
を
持
ち

か
け
る
。
久
蔵
は
「
少
し
考
え
る
の
で
待
っ
て
い
て
ほ
し
い
」
と
言
い
残
し
て
表
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に
出
て
行
く
。
し
ば
ら
く
し
て
戻
っ
て
く
る
な
り
、
大
き
な
杯
で
、
五
升
の
酒
を

1
升
ず
つ
飲
み
干
し
て
み
せ
る
。
あ
き
れ
果
て
て
「
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
酒
が
飲

め
る
の
か
。
さ
っ
き
出
て
行
っ
た
時
に
酒
に
酔
わ
な
い
薬
で
も
飲
ん
だ
の
か
。
そ

れ
と
も
何
か
ま
じ
な
い
で
も
受
け
た
の
か
」
と
た
ず
ね
る
と
、
久
蔵
は
「
五
升
も

飲
ん
だ
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
表
の
酒
屋
で
試
し
に
五
升
飲
ん
で
き
た
」
。
師

匠
の
酒
を
飲
む
仕
草
が
感
嘆
と
笑
い
の
渦
を
巻
き
起
こ
し
ま
し
た
。
文
我
師
匠
の

名
人
芸
を
堪
能
し
、
大
盛
況
の
「
お
て
ら
く
ご
」
で
し
た
。 

「
仏
教
講
演
会
」
報
告    

 

毎
年
恒
例
の
真
宗
興
正
派
西

讃
教
区
仏
教
講
演
会
。
ま
ず
は

開
会
の
ご
挨
拶
。「
近
年
、
終
活

に
注
目
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

人
生
の
最
後
に
考
え
る
べ
き
こ

と
、
そ
れ
は
、
医
療
・
介
護
、
葬

儀
・
墓
、
相
続
、
遺
品
整
理
の
四

つ
だ
そ
う
で
す
。
終
活
で
葬
儀
・

墓
に
つ
い
て
考
え
る
と
い
っ
て

も
、
家
族
葬
に
す
る
、
墓
は
い
ら
な
い
、
な
ど
と
い
う
事
務
的
な
こ
と
に
終
始
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
終
活
と
い
っ
て
も
、
何
を
宗
（
む
ね
、
根

本
の
意
味
）
と
し
て
人
生
を
活
き
る
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
本
当
の
終
活
に
は

な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
思
い
で
「
し
ゅ
う
（
終
・
宗
）
活
に
つ
い
て

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
」
と
題
し
て
開
催
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
」。 

  

第
一
部
は
シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
・
リ
ピ
ー
ト
山
中
さ
ん
、
ア
ル
バ
ム
名

で
あ
る
『
い
の
ち
の
う
た
』
と
題
し
て
の
コ
ン
サ
ー
ト
。
ヒ
ッ
ト
曲
「
ヨ
ー
デ
ル

食
べ
放
題
」
で
は
来
場
者
に
呼
び
掛
け
て
「
た
～
べ
ほ
～
だ
～
い
」、
会
場
が
一
体

と
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
の
唄
は
ま
さ
に
「
い
の
ち
の
う
た
」、
ト
ー
ク
も
含
め

て
心
に
沁
み
渡
る
も
の
で
し
た
。 

 

『
な
ん
と
か
な
る 

ど
う
に
か
な
る 

な
る
よ
う
に
な
る
』
で
は
「
ど
う
に
も
な

ら
な
い
と
嘆
く
う
ち
、
ど
う
に
か
な
る
こ

と
も
な
ら
な
く
な
り
そ
う
だ
…
「
な
る
よ

う
に
な
る
」
の
口
ぐ
せ
を
石
に
刻
ん
で
想

守
り
に
し
ま
し
た
」
。
心
に
響
く
と
同
時

に
、
浄
土
真
宗
の
他
力
の
教
え
に
通
ず
る

も
の
を
感
じ
ま
し
た
。 

 

『
あ
り
が
と
う
の
う
た
』
で
は
「
君
に

逢
え
て
よ
か
っ
た
よ
、
生
ま
れ
て
き
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
…
あ
な
た
の
子
ど
も

で
よ
か
っ
た
よ
、
生
ん
で
く
れ
て
あ
り
が
と
う
、
育
て
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」。

家
族
の
つ
な
が
り
と
い
の
ち
の
尊
さ
に
胸
を
熱
く
し
ま
し
た
。 

 

医
師
に
同
行
し
て
の
往
診
コ
ン
サ
ー
ト
を
さ
れ
て
い
る
山
中
さ
ん
。
余
命
一
ヵ

月
と
宣
告
さ
れ
た
男
性
と
そ
の
家
族
と
、
唄
を
通
し
た
心
の
交
流
が
で
き
て
感
動

さ
れ
た
そ
う
で
す
。
老
病
死
を
避
け
る
の
で
は
な
く
、
真
正
面
に
向
き
合
う
中
で

温
か
い
つ
な
が
り
が
生
み
出
さ
れ
る
の
だ
と
感
じ
ま
し
た
。 

   

第
二
部
は
釈
徹
宗
先
生
の
講
演
「
し
ゅ
う
（
終
・
宗
）
活
に
つ
い
て
考
え
て
み

ま
し
ょ
う
」。
先
生
は
「
ニ
ュ
ー
ス
シ
ブ
５
時
」
悩
み
相
談
「
渋
護
寺
」
な
ど
度
々

Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
出
演
、
そ
し
て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
リ
ラ
イ
フ
・
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
む
つ
み
庵

代
表
と
し
て
、
介
護
、
看
取
り
の
現
場
に
も
立
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。 

 

先
生
は
「
終
活
は
現
代
社
会
か
ら
我
々
に
出
さ
れ
た
宿
題
で
あ
る
」
と
お
っ
し

ゃ
い
ま
す
。
延
命
治
療
な
ど
の
終
末
期
医
療
、
様
々
な
形
で
束
縛
さ
れ
て
い
る
契

約
社
会
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
崩
壊
で
孤
立
・
独
居
が
増
加
し
て
い
る
と
現
代

の
課
題
を
指
摘
さ
れ
ま
す
。
そ
の
中
で
、
終
活
が
単
な
る
実
務
作
業
で
終
わ
る
の

で
は
な
く
、
自
分
の
死
に
向
き
合
う
、
宗
（
根
本
）
に
目
を
向
け
て
い
く
こ
と
こ

そ
が
大
切
で
あ
る
と
呼
び
か
け
ら
れ
ま
し
た
。 

 

『
涅
槃
経
』
に
伝
え
ら
れ
る
お
釈
迦
さ
ま
入
滅
の
姿
、『
蓮
の
露
』
に
伝
え
ら
れ
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る
良
寛
上
人
を
看
取
っ
た
貞
心
尼
の
姿
を

例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
。
仏
教
は
、
お

釈
迦
さ
ま
の
死
を
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
の
死

で
は
な
く
、
一
人
の
高
齢
者
の
死
と
し
て
伝

え
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
自
分
で
は
デ
ザ
イ

ン
で
き
な
い
、
し
か
し
、
引
き
受
け
て
い
く

し
か
な
い
老
病
死
が
ま
ざ
ま
ざ
と
表
さ
れ

て
い
ま
す
。
老
病
死
は
誰
も
が
向
き
合
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
り
、
そ
こ
に
終

活
が
宗
活
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要

性
が
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
す
。 

 

 

「
渋
護
寺
」
で
の
相
談
で
は
、
人
間
関
係
と
老
い
に
関
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど

だ
そ
う
で
す
。
先
生
は
「
縁
起
の
実
践
」
、「
空
の
実
践
」
と
呼
ん
で
お
ら
れ
ま
す

が
、
で
き
る
限
り
多
く
の
場
、
人
に
か
か
わ
り
を
持
つ
、
そ
し
て
そ
れ
に
固
執
し

な
い
、
と
い
う
姿
勢
が
大
切
で
あ
る
と
の
こ
と
。
お
世
話
さ
れ
上
手
、
お
ま
か
せ

上
手
に
な
れ
れ
ば
、
生
き
る
の
が
楽
に
な
る
で
し
ょ
う
。 

  

そ
し
て
、
奈
良
国
立
博
物
館
の
西
山
厚
さ
ん
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
さ
れ
ま
し

た
。
障
害
者
の
方
か
ら
「
こ
の
頃
、
同
じ
施
設
の
人
た
ち
が
亡
く
な
っ
て
怖
い
。

死
ぬ
の
は
怖
く
な
い
と
い
う
講
演
を
し
て
欲
し
い
」
と
い
う
お
願
い
が
あ
っ
た
そ

う
で
す
。
西
山
さ
ん
は
、
涅
槃
図
を
通
し
て
「
父
が
亡
く
な
っ
た
時
に
お
ば
あ
ち

ゃ
ん
が
来
た
。
そ
れ
は
当
然
、
あ
れ
ほ
ど
父
を
愛
し
た
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
来
な
い

は
ず
は
な
い
。
私
の
時
に
は
先
に
往
っ
た
父
が
来
な
い
は
ず
が
な
い
と
い
う
実
感

が
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
時
に
、
父
と
い
い
話
が
た
く
さ
ん
で
き
る
よ
う
に
生
き
る

ん
だ
」
と
い
う
よ
う
な
お
話
を
さ
れ
た
そ
う
で
す
。 

 

先
に
往
っ
た
（
亡
く
な
っ
た
）
方
の
目
を
意
識
し
な
が
ら
暮
ら
し
、
先
に
往
っ

た
方
の
願
い
に
耳
を
澄
ま
せ
な
が
ら
生
き
て
い
く
の
も
長
生
き
の
値
打
ち
で
あ

り
、
終
活
の
一
つ
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
教
示
さ
れ
ま
し
た
。
浄
土
真
宗
は
お

浄
土
を
宗
と
す
る
教
え
で
す
。
帰
る
と
こ
ろ
、
お
浄
土
が
あ
る
人
生
を
活
き
る
こ

と
が
宗
活
、
そ
れ
に
よ
っ
て
安
心
し
て
人
生
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
る
終
活
に
な

る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
ま
し
た
。 

   

最
後
に
お
礼
の
言
葉
と
し
て
「
私
た
ち
が
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
老
病

死
を
一
緒
に
分
か
ち
合
う
こ
と
の
で
き
る
仲
間
が
い
れ
ば
、
最
後
に
阿
弥
陀
さ
ま

に
お
ま
か
せ
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
私
た
ち
の
心
が
軽
く
な
る
の
で
は
な
い
か
」

と
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
真
宗
興
正
派
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
「
今
こ
そ
お
念

仏
ー
つ
な
ご
う
ふ
れ
あ
い
の
輪
」
も
、
そ
れ
を
願
っ
て
の
も
の
で
あ
る
と
感
じ
つ

つ
、
閉
会
と
し
ま
し
た
。 

「
春
季
永
代
経
」
報
告 

例
年
通
り
、
納
骨
堂
で
讃
仏
偈
、
本
堂
で
阿
弥

陀
経
と
正
信
偈
を
お
勤
め
。
法
話
は
秋
山
和
信
師

（
高
松
市
・
慈
照
寺
）
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
「
南

無
」
の
二
字
は
我
に
ま
か
せ
よ
、「
阿
弥
陀
」
の
三

字
は
必
ず
救
う
の
お
呼
び
声
、
「
仏
」
の
一
字
は

親
じ
ゃ
も
の
～
と
名
調
子
で
讃
嘆
。
そ
う
聞
け
ば

お
念
仏
が
出
る
で
し
ょ
う
？
と
語
り
掛
け
、
最
初

は
聞
こ
え
な
か
っ
た
お
念
仏
の
声
が
だ
ん
だ
ん

と
出
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
最
後
は
『
お

慈
悲
か
ぞ
え
詩
』
。 

「
一
つ
に
は
、
地
獄
必
定
と

聞
き
な
が
ら
、
う
ぬ
ぼ
れ
心
に
邪
魔
さ
れ
て
、
堕

ち
る
わ
が
身
と
い
う
こ
と
を
、
ほ
ん
に
今
ま
で
知
ら
な
ん
だ
…
、
十
に
は
、
称
え

る
名
号
そ
の
ま
ま
が
、
つ
れ
て
帰
る
ぞ
ま
っ
て
お
る
、
親
の
呼
び
声
と
い
う
こ
と

を
、
ほ
ん
に
今
ま
で
知
ら
な
ん
だ
」。 

終
わ
る
頃
に
は
み
な
さ
ん
「
な
ん
ま
ん
だ

ぶ
～
」
と
お
念
仏
。
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
慈
悲
を
有
難
く
頂
戴
し
ま
し
た
。 
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「
ぷ
ち
し
る
べ
＆
万
灯
会
」
報
告 

天
候
が
心
配
さ
れ
た
「
ぷ
ち
し
る
べ

＆
万
灯
会
」
。
午
後
六
時
に
『
無
量
寿
経
』

を
お
勤
め
し
て
「
万
灯
会
」
が
開
会
。
次

第
に
雨
も
上
が
り
、
映
像
作
品
と
竹
灯

り
が
境
内
を
美
し
く
彩
り
ま
し
た
。
初

登
場
の
こ
ど
も
灯
籠
に
願
い
事
を
書
く

お
子
さ
ま
の
姿
が
微
笑
ま
し
か
っ
た
で

す
。
あ
い
に
く
の
雨
模
様
で
来
場
者
は

多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
夏
の

終
わ
り
に
ご
家
族
一
緒
に
仏
さ
ま
に
想

い
を
届
け
る
夜
に
な
り
ま
し
た
な
ら
幸
い
で
す
。（
境
内
の
大
銀
杏
が
光
の
宿
り
木
に
） 

 

誕
生
報
告 

八
月
二
十
一
日
に
第
三
子
が
誕
生
、
元
気
な

男
の
子
で
す
。
一
心
寺
の
一
員
と
し
て
、
ど
う

ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

古
澤
巌
奉
納
公
演
の
ご
案
内 

日
本
を
代
表
す
る
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
・

古
澤
巌
さ
ん
。
六
月
に
は
観
音
寺
市
ふ
る
さ

と
応
援
特
別
大
使
・
音
を
観
る
ま
ち
ア
ン
バ

サ
ダ
ー
に
就
任
。
毎
回
、
満
席
大
盛
況
の
奉

納
公
演
。
ご
予
約
は
お
早
め
に
一
心
寺
ま
で
。 

★
一
心
寺
本
堂
に
て
、
令
和
元
年
十
一
月
九

日(

土)

午
後
三
時
開
演
予
定
。
全
席
自
由
・

二
五
〇
〇
円
。
お
車
は
観
音
寺
市
ま
ち
な
か

交
流
駐
車
場
（
市
民
会
館
前
）
へ
。 

よ
る
し
る
べ
＆
よ
る
し
ら
べ
の
ご
案
内 

恒
例
と
な
っ
た
観
音
寺
の
夜

の
ま
ち
歩
き
「
よ
る
し
る
べ
」
。

十
月
二
十
五
～
二
十
七
日
、
十
一

月
一
～
三
日
の
六
日
間
（
午
後
六

時
～
九
時
）
開
催
！ 

本
堂
で
の
「
よ
る
し
ら
べ
」
声
明

雅
楽
コ
ン
サ
ー
ト
は
十
月
二
十

六
日
（
土
）
午
後
七
時
～
、
舞
楽

は
十
一
月
一
日(
金)
後
七
時
～
、

ど
う
ぞ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。 


