
 

1 

一
心
寺
か
わ
ら
版 

 

第
十
五
号 

平
成
二
十
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行 

 

新
年
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
旧
年
中
は
当
山
の
護
持
運

営
に
ご
協
力
い
た
だ
き
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

昨
年
は
そ
の
年
を
表
す
漢
字
に
「
変
」
が
選
ば
れ
た
よ
う
に
変
化
の
一
年

で
し
た
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
悪
い
意
味
で
の
「
変
」
で
あ
っ
た
よ
う
で

す
。
こ
の
「
変
」（
か
わ
る
）
と
近
い
意
味
を
持
つ
字
に
「
転
」
が
あ
り
ま
す
。

「
転
」
は
（
め
ぐ
る
、
う
つ
る
）
と
い
う
こ
と
で
、
浄
土
真
宗
で
は
「
円
融

至
徳
（
え
ん
ゆ
う
し
と
く
）
の
嘉
号
（
か
ご
う
）
は
悪
を
転
じ
て
徳
を
成
す

正
智
」（『
教
行
信
証
』）
な
ど
と
用
い
、
あ
ら
ゆ
る
功
徳
を
そ
な
え
た
名
号
（
南

無
阿
弥
陀
仏
）
は
、
悪
を
転
じ
て
徳
に
変
え
る
正
し
い
智
慧
の
は
た
ら
き
で

あ
る
と
い
い
ま
す
。
今
年
が
お
念
仏
の
「
転
」
に
よ
っ
て
、
よ
り
良
い
「
変
」

の
年
と
な
り
ま
す
よ
う
念
願
い
た
し
ま
す
。 

 

本
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 
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「
救
い
の
道
～
親
鸞
聖
人
と
ア
ジ
ャ
セ
王
悲
劇
～
」 

去
る
十
月
二
十
八
日
綾
歌
総
合
文
化
会
館
ア
イ
レ
ッ
ク
ス
に
て
、
第
三
十

五
回
真
宗
教
団
連
合
聞
法
大
会
が
、
九
百
名
の
来
場
に
よ
り
盛
大
に
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
劇
団
音
芽
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
『
阿
闍
世
王
』
で
は
、
美
し
い
照
明
・

音
楽
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
た
中
で
、
父
ビ
ン
バ
シ
ャ
ラ
と
母
イ
ダ
イ
ケ
、
息
子

ア
ジ
ャ
セ
が
悲
し
み
の
中
に
も
救
わ
れ
て
い
く
物
語
を
熱
演
い
た
だ
き
感
動

を
呼
び
ま
し
た
。
鍋
島
直
樹
先
生
の
講
演
「
親
鸞
聖
人
と
ア
ジ
ャ
セ
王
悲
劇
」

で
は
、
こ
の
物
語
の
深
い
心
を
自
身
の
体
験
も
含
め
て
せ
つ
せ
つ
と
、
時
に

は
ユ
ー
モ
ア
を
交
え
て
語
っ
て
い
た
だ
き
、
多
く
の
方
に
共
感
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
当
山
か
ら
も
二
十
名
近
く
参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
機
会
が
あ

れ
ば
当
山
で
も
催
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 
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「
映
画
「
お
く
り
び
と
」
と
『
納
棺
夫
日
記
』」 

昨
年
、
本
木
雅
弘
さ
ん
が
主
演
し
た
映
画
「
お
く
り
び
と
」
が
モ
ン
ト
リ

オ
ー
ル
世
界
映
画
祭
で
グ
ラ
ン
プ
リ
を
受
賞
、
日
本
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
十
三
部

門
で
優
秀
賞
を
受
け
る
な
ど
話
題
に
な
り
ま
し
た
。 

 

こ
の
作
品
は
、
本
木
さ
ん
が
十
数
年
前
に
イ
ン
ド
を
旅
し
た
際
、
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
教
の
聖
地
ベ
ナ
レ
ス
で
、
遺
体
を
焼
き
、
そ
の
灰
を
ガ
ン
ジ
ス
川
に
流

す
風
習
を
目
の
当
た
り
に
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
“
あ
ら
ゆ
る
業
か
ら
解
き
放

た
れ
て
楽
に
な
る
”
と
い
う
よ
う
な
場
所
で
、
そ
の
光
景
を
見
た
と
き
に
若

い
な
り
に
死
生
観
に
興
味
を
持
ち
、
納
棺
と
い
う
未
知
の
職
業
を
通
じ
人
の

心
の
在
り
よ
う
を
覗
け
な
い
か
と
思
い
立
ち
、
つ
い
に
実
現
し
た
も
の
だ
そ

う
で
す
。 

人
生
に
迷
い
な
が
ら
成
長
し
て
い
く
元
チ
ェ
リ
ス
ト
の
新
人
納
棺
師
・
大

悟
（
本
木
雅
弘
）
、
そ
の
彼
を
育
て
る
葬
儀
社
社
長
・
佐
々
木
（
山
崎
努
）
、

夫
の
仕
事
に
嫌
悪
感
を
抱
き
な
が
ら
も
や
が
て
彼
を
理
解
し
尊
敬
し
て
い
く

妻
・
美
香
（
広
末
涼
子
）、
登
場
人
物
が
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
を
ま
っ
す
ぐ
に
見

つ
め
て
い
く
物
語
で
す
。 

 

私
は
こ
の
映
画
の
存
在
を
知
っ
た
時
、
青
木
新
門

氏
の
『
納
棺
夫
日
記
』
（
文
春
文
庫
）
が
頭
に
浮
か

び
ま
し
た
。
青
木
氏
の
講
演
を
聞
い
た
の
は
七
、
八

年
前
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
本
木
さ
ん
も
『
納
棺
夫

日
記
』
に
出
会
わ
れ
、
青
木
氏
と
親
交
を
持
た
れ
て

影
響
を
受
け
て
い
る
と
知
り
納
得
し
ま
し
た
。 

 

実
際
の
納
棺
夫
で
あ
っ
た
青
木
氏
も
映
画
の
主
人
公
・
大
悟
も
、
最
初
は

死
へ
の
恐
怖
や
死
体
へ
の
嫌
悪
感
か
ら
納
棺
の
仕
事
を
嫌
が
り
、
家
族
・
親

族
に
そ
の
仕
事
を
隠
し
ま
す
。
し
か
し
、
次
第
に
そ
の
心
が
消
え
て
い
き
ま

す
。
そ
れ
は
、
青
木
氏
に
と
っ
て
は
、
昔
付
き
合
っ
て
い
た
恋
人
の
父
親
の

納
棺
の
際
に
、
眼
一
杯
に
涙
を
溜
め
な
が
ら
汗
を
拭
い
て
く
れ
た
彼
女
の
軽

蔑
や
哀
れ
み
や
同
情
な
ど
微
塵
も
な
い
、
私
の
全
存
在
が
認
め
ら
れ
た
よ
う

な
眼
差
し
と
振
る
舞
い
か
ら
で
し
た
。
大
悟
に
と
っ
て
は
、
愛
す
る
も
の
を

亡
く
し
た
悲
し
み
の
中
で
遺
族
が
心
か
ら
感
謝
し
て
く
れ
た
時
、
ま
た
、
自

身
に
と
っ
て
大
切
な
人
の
納
棺
を
通
し
て
、
妻
に
そ
の
荘
厳
さ
を
理
解
し
て

も
ら
え
た
時
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。 

 
 
 
 

 
 
 

 

「
死
」
を
穢
れ
と
考
え
る
思
想
に
お
い
て
は
、
穢
れ
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し

て
死
を
見
え
な
い
よ
う
に
遠
ざ
け
た
り
、
清
め
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
納
棺
儀
式
も
穢
れ
た
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
ま
す
。

亡
く
な
っ
た
人
を
「
穢
れ
」
と
感
じ
る
こ
と
は
悲
し
い
こ
と
で
、
浄
土
真
宗
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に
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

青
木
氏
は
、
死
後
何
カ
月
も
経
ち
、
蛆
の
わ
い
て
い
る
遺
体
に
遭
遇
し
て

「
蛆
も
生
命
な
の
だ
。
そ
う
思
う
と
蛆
た
ち
が
光
っ
て
見
え
た
」
そ
う
で
す
。

そ
し
て
「
毎
日
毎
日
、
死
者
ば
か
り
見
て
い
る
と
、
死
者
は
静
か
で
美
し
く

見
え
て
く
る
」
と
い
う
心
境
に
至
り
ま
す
。 

 

納
棺
夫
を
し
て
い
る
こ
と
に
激
怒
し
て
い
た
叔
父
が
亡
く
な
る
と
き
に
、

柔
和
な
顔
で
「
あ
り
が
と
う
」
と
繰
り
返
し
た
そ
う
で
す
。
そ
の
後
、
三
十

二
歳
で
亡
く
な
っ
た
医
師
・
井
村
和
清
さ
ん
の
遺
稿
を
読
み
ま
す
。
癌
の
転

移
を
知
っ
た
彼
は
、「
そ
の
日
の
夕
暮
れ
、
ア
パ
ー
ト
の
駐
車
場
に
車
を
置
き

な
が
ら
、
私
は
不
思
議
な
光
景
を
見
て
い
ま
し
た
。
世
の
中
が
と
っ
て
も
明

る
い
の
で
す
。
ス
ー
パ
ー
へ
来
る
買
い
物
客
が
輝
い
て
見
え
る
。
走
り
ま
わ

る
子
供
た
ち
が
輝
い
て
見
え
る
。
犬
が
、
垂
れ
は
じ
め
た
稲
穂
が
、
雑
草
が
、

電
柱
が
、
小
石
ま
で
が
輝
い
て
見
え
る
の
で
す
。
ア
パ
ー
ト
へ
戻
っ
て
み
た

妻
も
ま
た
、
手
を
あ
わ
せ
た
い
ほ
ど
に
尊
く
見
え
ま
し
た
」
と
書
き
綴
っ
て

い
ま
し
た
。
叔
父
の
柔
和
な
顔
と
井
村
さ
ん
の
言
葉
が
重
な
っ
て
き
た
そ
う

で
す
。 

そ
し
て
、「
死
に
近
づ
い
て
、
死
を
真
正
面
か
ら
見
つ
め
て
い
る
と
、
あ
ら

ゆ
る
も
の
が
光
っ
て
見
え
て
く
る
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ど
ん

な
光
だ
と
言
わ
れ
て
も
説
明
し
よ
う
が
な
い
も
の
の
よ
う
に
思
え
た
。
私
の

手
を
握
っ
て
「
あ
り
が
と
う
」
と
言
っ
た
叔
父
の
顔
に
も
、
多
く
の
死
者
た

ち
の
顔
に
も
、
あ
の
光
の
残
映
の
よ
う
な
微
光
が
漂
っ
て
い
た
。
死
と
対
峙

し
死
と
徹
底
的
に
戦
い
、
最
後
に
生
と
死
と
が
和
解
す
る
そ
の
瞬
間
に
、
あ

の
不
思
議
な
光
景
に
出
会
う
の
だ
ろ
う
か
。
人
が
死
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し

た
瞬
間
に
、
何
か
不
思
議
な
変
化
が
生
じ
る
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
語
り
ま

す
。 

 

浄
土
真
宗
の
土
徳
の
あ
る
北
陸
に
育
っ
た
青
木
氏
は
、
親
鸞
聖
人
の
こ
と

ば
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
光
」
に
頷
か
さ
れ
ま
す
。「
親
鸞
が
こ
の
〈
ひ
か
り
〉

を
不
可
思
議
光
と
名
づ
け
た
よ
う
に
、
日
常
我
々
に
は
見
る
こ
と
が
で
き
な

い
」
、
「
親
鸞
は
見
え
な
く
て
も
い
い
の
だ
と
い
う
。
見
え
な
い
ま
ま
に
、
そ

の
不
可
思
議
光
を
信
じ
な
さ
い
と
い
う
」、
そ
し
て
「
極
重
悪
人
唯
称
仏 

我

亦
在
彼
摂
取
中 

煩
悩
障
眼
雖
不
見 

大
悲
無
倦
常
照
我
」
と
正
信
偈
を
引

用
し
「
救
い
よ
う
も
な
い
者
た
ち
よ
、
み
ん
な
光
の
中
に
い
る
の
だ
。
今
は

た
だ
煩
悩
に
遮
ら
れ
て
見
え
な
い
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
大
悲
（
ひ
か
り
）

は
永
遠
に
輝
い
て
、
私
た
ち
を
照
し
つ
づ
け
て
い
る
。
だ
か
ら
念
仏
を
と
な

え
て
い
れ
ば
よ
い
の
だ
」
と
理
解
し
、「
帰
命
無
量
寿
如
来 

南
無
不
可
思
議

光
（
と
わ
の
い
の
ち
と
ふ
し
ぎ
な
ひ
か
り
に
帰
依
し
ま
す
）
」
と
稿
を
閉
じ
、

わ
が
身
を
照
ら
す
光
の
中
に
安
心
を
得
て
お
ら
れ
ま
す
。
生
と
死
は
分
け
隔

て
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
生
死
（
し
ょ
う
じ
）
す
べ
て
が
い
の
ち
で
あ
り
、

浄
土
、
か
ぎ
り
な
い
い
の
ち
の
世
界
は
私
と
離
れ
て
あ
る
世
界
で
は
な
い
と

教
え
て
下
さ
い
ま
す
。 

 
 
 
 

 

私
も
小
さ
い
頃
、
死
に
関
わ
る
の
が
怖
か
っ
た
も
の
で
す
。
近
し
い
親
族

が
い
な
か
っ
た
方
の
遺
体
を
父
と
二
人
で
抱
え
て
運
ん
だ
感
触
を
今
で
も
覚

え
て
い
ま
す
。
僧
侶
と
し
て
自
坊
に
戻
り
、
す
で
に
十
年
の
間
、
臨
終
勤
行

や
葬
儀
な
ど
法
事
を
勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
今
で
は
、
怖
さ
で
は
な

く
身
が
引
き
締
ま
る
思
い
が
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
誕
生
と
と
も
に
人
生
の
一
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大
事
で
あ
る
最
後
の
時
、
葬
送
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
実
感
か
ら
で
し
ょ

う
か
。
五
千
年
も
前
に
埋
葬
さ
れ
た
方
の
お
骨
か
ら
花
粉
が
発
見
さ
れ
、
花

を
供
え
て
弔
わ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
昔
か
ら
人
は

葬
儀
に
お
い
て
い
の
ち
の
尊
厳
を
感
じ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

『
お
く
り
び
と
』
の
作
品
紹
介
に
は
「
人
は
誰
で
も
い
つ
か
“
お
く
り
び

と
”
“
お
く
ら
れ
び
と
”
、
あ
な
た
は
大
切
な
人
を
ど
う
お
く
り
ま
す
か
、
そ

し
て
ど
う
お
く
ら
れ
た
い
で
す
か
」
と
あ
り
ま
す
。
青
木
氏
は
「
我
々
は
ど

こ
へ
行
く
の
か
は
、
葬
送
の
現
場
に
は
大
い
に
関
わ
っ
て
く
る
」
と
お
っ
し

ゃ
い
ま
す
。 

私
た
ち
は
、“
お
く
る
”
儀
式
で
あ
る
葬
儀
を
仏
式
で
勤
め
る
意
義
を
確
か

め
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
映
画
で
は
、
火
葬
場
の
担
当
者
・
平

田
（
笹
野
高
史
）
は
「
死
は
門
で
す
」
、
「
ま
た
会
お
う
ぞ
」
と
語
り
ま
す
。

浄
土
真
宗
に
お
い
て
「
門
」
と
い
う
字
を
考
え
る
と
、
七
高
祖
の
一
人
で
あ

る
曇
鸞
大
師
が
「
往
生
浄
土
の
法
門
」
と
い
う
こ
と
ば
を
使
わ
れ
ま
す
。
必

ず
く
ぐ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
「
門
」
と
し
て
あ
る
「
死
」
で
す
が
、「
南
無

阿
弥
陀
仏
」（
は
か
り
し
れ
な
い
ひ
か
り
と
か
ぎ
り
な
い
い
の
ち
の
は
た
ら
き
）

に
よ
っ
て
さ
と
り
の
世
界
に
生
ま
れ
往
く
「
往
生
」
と
説
か
れ
ま
す
。 

 

私
も
映
画
中
の
大
悟
の
よ
う
に
、
荘
厳
な
「
お
く
り
び
と
」
に
な
れ
れ
ば

と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
門
」
を
く
ぐ
ら
れ
た
方
を
前
に
し
て
往
生
の
道
を

聞
き
開
き
、
こ
れ
か
ら
の
人
生
に
「
大
悲
の
光
」
を
感
じ
つ
つ
歩
む
こ
と
こ

そ
が
仏
式
で
葬
儀
を
勤
め
る
意
義
で
し
ょ
う
。 

 


