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あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
年
も
宜
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。
宗
祖
・
親
鸞
聖
人
が
讃
え
ら
れ
た
七
高
僧
の
お
一

人
に
善
導
大
師
と
い
う
方
が
お
ら
れ
ま
す
。「
二
河
白
道
」
は
、
善

導
大
師
が
説
か
れ
た
譬
喩
（
た
と
え
）
の
ひ
と

つ
で
す
。
親
鸞
聖
人
は
、
こ
の
譬
喩
を
大
切
に

さ
れ
、
聖
人
の
主
著
で
あ
り
ま
す
『
教
行
信
証
』

に
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

人
間
は
父
母
の
因
縁
を
い
た
だ
い
て
、
こ
の

世
に
誕
生
し
ま
す
。
幼
年
期
・
少
年
期
を
通
じ

て
様
々
な
体
験
を
し
て
、
こ
の
世
の
生
き
方
を

学
ん
で
い
き
ま
す
。 

幸
せ
い
っ
ぱ
い
の
順
境
の
中
で
は
、
人
間
は

真
面
目
に
自
分
自
身
を
問
題
に
す
る
こ
と
は

ほ
と
ん
ど
無
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
、

学
問
や
職
業
に
取
り
組
み
、
様
々
な
人
間
関
係

や
生
活
環
境
に
身
を
置
く
中
で
、
生
き
詰
ま
り

を
感
ず
る
時
が
あ
り
ま
す
。 

進
学
・
就
職
・
結
婚
な
ど
、
青
年
期
に
経
験

す
る
壁
に
対
し
て
、
ど
う
受
け
止
め
ど
う
乗
り

越
え
て
い
く
の
か
は
、
人
生
の
一
大
事
で
す
。 

 

ま
た
、
老
い
・
病
・
死
と
い
う
人
間
に
と
っ

て
避
け
て
通
れ
な
い
壁
に
ど
う
立
ち
向
う
の

か
、
壮
年
期
以
降
の
人
間
に
と
っ
て
最
も
切
実

な
問
題
、「
後
生
の
一
大
事
」
な
っ
て
き
ま
す
。 

人
生
の
様
々
な
壁
が
眼
前
に
現
れ
た
時
に
、

浄
土
真
宗
の
教
え
を
聴
聞
し
て
い
く
と
、「
自
己

自
身
」
の
生
き
方
・
考
え
方
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
問
わ
れ
て
き
ま
す
。
挫
折
・
苦
境
に
遭

遇
し
た
時
に
、
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
く

か
、「
二
河
白
道
」
の
譬
喩
は
、
人
間
の
苦
し
み
・

悩
み
の
根
源
に
あ
る
も
の
を
明
ら
か
に
し
て
い

く
教
え
で
す
。 

 

善
導
大
師
は
、『
浄
土
へ
往
生
し
よ
う
と
願
っ

て
い
る
す
べ
て
の
人
び
と
に
申
し
上
げ
ま
す
。

い
ま
あ
ら
た
め
て
、
仏
道
を
歩
ま
ん
と
す
る
人

の
た
め
に
、
ひ
と
つ
の
た
と
え
を
説
い
て
、
信

心
を
ま
も
り
、
い
ろ
い
ろ
な
非
難
や
疑
念
を
防

ご
う
と
思
い
ま
す
』
と
の
呼
び
か
け
の
お
こ
と

ば
か
ら
「
二
河
白
道
」
は
始
ま
り
ま
す
。 

次
号
よ
り
数
回
に
わ
た
っ
て
「
二
河
白
道
」

の
お
こ
と
ば
を
お
伝
え
致
し
ま
す
。 
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十
一
月
二
十
七
日
に
西
田
葬
儀
社
様
の
屋
台
村

の
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
雲
の
多
い
空
模

様
で
し
た
が
、
大
勢
の
皆
様
に
足
を
お
運
び
い
た
だ

い
て
、
楽
し
ん
で
お
ら
れ
る
お
姿
を
お
見
受
け
し
ま

し
た
。 

そ
の
イ
ベ
ン
ト
の
中
で
、
夏
の
坊
守
の
法
話
に
引

き
続
き
、
わ
た
し
若
院
も
お
話
を
さ
せ
て
も
ら
う
機

会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

今
回
は
御
命
日
に
つ
い
て
の
お
話
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
人
間
と
し
て
こ
の
世
に
生
ま
れ
る

と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
死
に
向
か
っ
て
歩
ま
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
逃
れ
ら
れ
な
い
死
と
い
う
も
の
に

対
し
て
、
私
た
ち
は
恐
怖
や
不
安
を
抱
か
え
て
生
き

て
い
ま
す
。
そ
の
死
か
ら
今
一
度
自
分
自
身
の
い
の

ち
と
向
き
合
わ
せ
て
く
れ
る
の
が
、
先
立
た
れ
た

方
・
ご
縁
の
あ
る
方
の
御
命
日
に
あ
る
わ
け
で
す
。

人
間
は
誰
し
も
誰
か
の
御
命
日
と
関
わ
り
を
持
っ

て
生
き
て
い
ま
す
。
御
命
日
は
、
「
命
」
の
「
日
」

と
書
き
ま
す
。
死
ぬ
こ
と
が
な
け
れ
ば
生
き
る
と
い

う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
も
い

ず
れ
は
迎
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
死
が
あ
る
か
ら

こ
そ
、
御
命
日
に
先
立
た
れ
た
方
の
い
の
ち
に
触
れ

て
、
命
の
尊
さ
・
有
難
さ
を
感
じ
取
っ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
お
坊
さ
ん
が
来
て
お
参
り

を
し
て
も
ら
う
日
だ
け
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。 

 

親
鸞
聖
人
の
正
信
偈
の
最
初
の
御
言
葉
に
『
帰
命

無
量
寿
如
来
』
と
い
う
七
文
字
が
あ
り
ま
す
。
聖
人

は
、
こ
の
『
無
量
寿
』
と
は
、「
人
間
に
は
量
る
こ
と

の
で
き
な
い
い
の
ち
で
あ
る
と
、
そ
う
い
う
い
の
ち

を
私
た
ち
は
い
た
だ
い
て
い
る
」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ

て
い
ま
す
。
み
な
平
等
の
ひ
と
つ
の
い
の
ち
で
あ
り
、

決
し
て
卑
下
す
る
よ
う
な
い
の
ち
は
ひ
と
つ
と
し
て
な

い
の
で
す
。
健
康
で
長
生
き
し
た
か
ら
「
良
い
い
の
ち
」、

若
く
し
て
病
気
を
患
っ
た
か
ら
「
悪
い
い
の
ち
」
で
は

な
く
、
ど
ち
ら
も
尊
い
何
事
に
も
代
え
が
た
い
い
の
ち

な
の
だ
と
、
こ
の
『
帰
命
無
量
寿
如
来
』
と
い
う
御
言

葉
が
気
付
か
せ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
と
私
は
思
い
ま

す
。 

 

御
命
日
に
手
を
合
わ
せ
て
い
の
ち
の
尊
さ
を
感
じ
取

っ
て
い
た
だ
け
る
方
が
、
一
人
で
も
多
く
い
ら
っ
し
ゃ

れ
ば
と
て
も
幸
い
に
思
い
ま
す
。 

当
日
足
を
お
運
び
い
た
だ
き
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
一
つ
一
つ
ご
縁
を
い
た
だ
き

歩
ん
で
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
宜
し
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 
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昨
年
十
一
月
二
十
五
日
、
二
十
二
組
の
寺
院
・
ご
門
徒
百

四
十
名
の
皆
様
と
、
京
都
東
本
願
寺
「
御
正
忌
報
恩
講
」
に

参
拝
致
し
ま
し
た
。
十
二
年
に
及
ぶ
御
修
復
が
終
わ
り
、
落

ち
着
き
が
戻
っ
た
境
内
に
た
た
ず
む
と
、
百
二
十
年
前
の
明

治
期
の
東
本
願
寺
の
輝
き
が
あ
り
ま
す
。
全
国
か
ら
参
拝
さ

れ
た
皆
様
の
顔
に
も
、
喜
び
の
様
子
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ま

し
た
。 

 

御
影
堂
前
の
白
州
に
於
い
て
、
記
念
の
写
真
撮
影
を
し
た

後
、
御
影
堂
の
聖
人
の
御
真
影
前
に
正
座
し
、
お
勤
め
声
を

聴
い
て
静
か
に
お
参
り
致
し
ま
し
た
。 

 

団
体
参
拝
に
ご
参
加
頂
き
ま
し
た
皆
様
に
は
、
厚
く
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。
来
年
の
報
恩
講
に
も
、
ぜ
ひ
ご
予
定
下
さ

る
よ
う
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

私
た
ち
は
日
頃
、「
亡
く
な
ら
れ
て
お
浄
土

に
生
ま
れ
る
」
と
言
い
ま
す
が
、
浄
土
と
は

ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。 

 

阿
弥
陀
経
に
は
、『
極
楽
国
土
は
、
遠
い
遠

い
西
方
に
あ
り
、
今
で
も
阿
弥
陀
仏
が
説
法

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
す
べ
て
の
者
は
、
苦
は

無
く
楽
を
受
け
ま
す
』
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま

す
。
浄
土
は
、
い
わ
ゆ
る
天
国
の
よ
う
な
と

こ
ろ
で
は
な
く
、
仏
さ
ま
の
教
え
に
迎
え
入

れ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
教
え
に
よ
っ
て

自
分
た
ち
の
迷
い
の
姿
に
私
た
ち
が
目
覚
め

さ
せ
続
け
ら
れ
る
教
え
の
世
界
の
こ
と
で

す
。 私

た
ち
は
「
迷
い
の
世
界
」
に
生
き
て
い

ま
す
。
明
治
時
代
以
降
、
私
た
ち
は
国
家
の

た
め
に
身
や
命
を
捧
げ
る
こ
と
が
、
最
も
美

し
く
価
値
の
あ
る
生
き
方
だ
と
さ
れ
た
時
代

が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
敗
戦
後
、
経
済
的
に

豊
か
に
な
る
こ
と
が
す
べ
て
の
目
的
と
価
値

に
な
り
、
産
業
振
興
や
国
土
開
発
が
優
先
さ

れ
、
そ
の
結
果
自
然
を
破
壊
し
、
公
害
を
発

生
さ
せ
、
地
球
温
暖
化
を
引
き
起
こ
し
ま
し
た
。 

 
 私

た
ち
は
、
そ
の
時
代
時
代
で
、「
迷
い
の
歴
史
」

を
生
き
て
い
ま
す
。
中
国
の
善
導
大
師
は
、
浄
土
の

教
え
に
出
遭
う
こ
と
を
『
広
く
浄
土
の
門
が
開
く
』

と
表
現
さ
れ
ま
し
た
。
浄
土
は
現
実
か
ら
遠
く
離
れ

て
開
く
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

苦
し
み
の
真
っ
た
だ
中
に
い
る
私
た
ち
に
、
苦
し

み
・
悲
し
み
と
い
う
形
で
現
わ
れ
た
迷
い
の
あ
り
様

と
そ
の
問
題
を
知
ら
せ
る
た
め
に
、『
仏
さ
ま
の
教
え

の
世
界
が
開
い
た
』
と
言
わ
れ
ま
す
。 

 

穢
土
（
迷
い
の
世
界
）
の
真
っ
た
だ
中
に
浄
土
の

世
界
が
開
く
の
で
す
。
浄
土
が
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

私
た
ち
が
穢
土
と
い
う
迷
い
の
世
を
生
き
て
い
る
こ

と
が
初
め
て
知
ら
さ
れ
る
の
で
す
。 

東
本
願
寺
ブ
ッ
ク
「
浄
土
」
よ
り 

 

浄土に咲くといわれる白蓮華 

 

昨
年
五
月
の
春

季
永
代
経
法
要
の

記
念
冊
子
と
し
て
、

ご
参
拝
の
皆
様
に

お
渡
し
し
て
あ
り

ま
す
。
一
度
お
読
み

頂
き
ま
す
よ
う
宜

し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。 
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仏
教
豆
知
識 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
二
十
六
回 

歴
史 

そ
の
⑨ 

 

先
回
（
二
十
五
号
）
に
述
べ
ま
し
た
本
末
制
度
と

並
ん
で
、
江
戸
幕
府
の
宗
教
政
策
の
も
う
一
つ
の
柱

が
、
寺
檀
制
（
檀
家
制
度
）
で
す
。 

近
世
の
寺
檀
関
係
は
、
特
定
の
寺
院
に
葬
儀
・
年

忌
法
要
を
依
頼
し
、
そ
の
寺
院
を
維
持
す
る
責
任
を

持
つ
家
と
、
そ
の
家
を
寺
院
が
檀
家
と
す
る
と
こ
ろ

に
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。 

 

徳
川
幕
府
は
キ
リ
シ
タ
ン
禁
圧
政
策
を
徹
底
さ
せ

る
た
め
寺
檀
制
を
推
進
さ
せ
ま
し
た
。
キ
リ
シ
タ
ン

の
信
者
に
改
宗
を
命
じ
、
改
宗
し
た
こ
と
を
檀
那
寺

と
な
っ
た
寺
院
か
ら
「
寺
請
証
文
」
を
受
け
さ
せ
た

こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
や
が
て
婚
姻
・
奉
公
・
移
住

な
ど
の
場
合
に
も
、
寺
の
檀
家
で
あ
る
こ
と
を
示
す

証
文
を
発
行
し
て
も
ら
う
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
し

た
。
一
六
三
五
年
（
寛
永
十
二
年
）
以
後
、「
宗
門
改

帳
」
に
は
、
家
ご
と
に
家
族
・
同
居
人
の
年
齢
・
宗
旨

を
記
載
し
、
寺
が
証
明
す
る
方
法
で
お
こ
な
わ
れ
、
結

果
的
に
は
戸
籍
と
し
て
も
機
能
し
ま
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
な
寺
請
制
と
宗
門
改
帳
の
作
成
は
、
宗
教

統
制
策
の
性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
徳
川
幕
府
の
民

衆
掌
握
に
も
利
用
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。 

一
方
で
、
宗
教
勢
力
も
支
配
権
力
の
保
障
が
得
ら
れ

る
た
め
、
積
極
的
に
幕
府
の
政
策
を
受
け
入
れ
ま
し
た

が
、
反
面
で
は
宗
教
活
動
に
は
大
き
な
制
約
を
受
け
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

し
か
し
、
こ
う
し
た
制
約
の
中
で
も
、
各
宗
教
勢
力

は
教
学
の
振
興
と
戒
律
の
復
興
と
い
わ
れ
る
運
動
が

起
こ
っ
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

昨
年
末
に
中
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
国
内
十

大
ニ
ュ
ー
ス
の
一
番
目
は
、「
天
皇
陛
下 

退
位
意

向
」
で
し
た
。
▼
二
十
八
年
前
に
即
位
さ
れ
て
以

降
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
、
戦
没
者
慰
霊
の
た
め

国
内
外
を
訪
問
さ
れ
、
平
和
の
大
切
さ
を
訴
え
ら

れ
ま
し
た
。
ま
た
東
日
本
大
震
災
な
ど
被
災
地
を

訪
問
、
被
災
者
を
慰
め
る
活
動
を
続
け
て
こ
ら
れ

ま
し
た
。
▼
「
象
徴
と
し
て
の
地
位
と
活
動
は
不

離
一
体
」
と
の
お
こ
こ
ろ
で
公
務
に
勤
し
ま
れ
る

姿
は
、
多
く
の
国
民
の
共
感
を
得
て
い
ま
す
。
退

位
の
意
向
を
示
さ
れ
た
平
成
天
皇
の
お
気
持
ち

を
素
直
に
尊
重
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
▼
昨
年
末

に
は
、
安
倍
首
相
が
ハ
ワ
イ
真
珠
湾
で
対
米
戦
争

の
犠
牲
者
を
慰
霊
し
、
「
和
解
と
寛
容
」
と
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
発
表
し
ま
し
た
。
今
後
は
、
侵
略
を

行
っ
た
ア
ジ
ア
諸
国
の
犠
牲
者
を
慰
霊
し
、
「
和

解
と
寛
容
」
の
行
動
を
と
っ
て
こ
そ
、
日
本
が
ア

ジ
ア
諸
国
民
か
ら
の
信
頼
を
得
る
と
思
い
ま
す
。 
徳川家光創建の日光東照宮 

安楽寺だより （４） 


