
予
定
し
て
い
た
６
月

日
が
大
雨

24

で
し
た
。
せ
っ
か
く
都
合
を
つ
け
て

い
た
の
に
一
週
間
後
の
実
施
と
な
り
、

参
加
で
き
な
い
方
も
あ
り
ま
し
た
。

前
列
右
か
ら
、（
敬
称
は
略
し
ま
す
。
）

峯

信
一

田
中
嘉
一

田
村
晋
一

艫
居
政
男

三
堀

清

川
名
喜
昭

朝
倉
和
利

高
梨
真
一

坊
守

重
田
和
夫

高
梨
維
夫

中
山
郁
夫

川
名
利
幸

二
列
目
右
か
ら

蓮
沼
美
栄

長
谷
川
吉
枝

狩
野
昌
也

姫
松

実

明
石
義
久

大
胡
登
美
子

田
村

本

北
村
洋
子

渡
邉
秀
子

能
重
美
恵
子

蓮
沼
典
子

中
川
克
子

池
貝
房
子

鈴
木
正
一
郎

写
真
に
写
っ
て
い
な
い
参
加
者

朝
倉

清

朝
倉

智

朝
倉
敏
夫

能
重

薫

田
村
徹
夫

住
職

ア
オ
キ
（
オ
シ
ョ
イ
ッ
パ
）
の
植
栽

昨
年
春
に
田
中
嘉
一
さ
ん
に
お
願

い
し
て
、
オ
シ
ョ
イ
ッ
パ
を
挿
し
木

し
て
育
て
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

聖
人
（
せ
い
じ
ん
）
橋
駐
車
場
北

側
境
界
を
生
け
垣
に
す
る
た
め
で
す
。

昔
は
、
仏
ヶ
谷
（
ほ
と
け
が
や
つ
）

に
自
生
す
る
オ
シ
ョ
イ
ッ
パ
を
牛
の

餌
に
す
る
た
め
に
、
農
家
の
方
々
が

山
に
入
っ
て

い
た
と
、
聞

い
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
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法
語

仏
法
に
は
、
明
日
と
申
す
事
、

あ
る
ま
じ
く
候
う
。

仏
法
の
事
は
、
い
そ
げ
、

い
そ
げ
。

『
蓮
如
上
人
御
一
代
記
聞
書

』

盂
蘭
盆
法
要

う

ら

ぼ

ん

日
時

８
月

日
（
金
）

10
時
～

時

分

10

11

30

内
容

同
朋
唱
和
で
お
勤
め

副
住
職
の
法
話

Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
の
「
チ
コ
ち
ゃ

ん
に
叱
ら
れ
る
」
と
い
う
番
組
を

知
っ
て
い
ま
す
か
？
私
は
、
毎
週

楽
し
く
視
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
「
お
盆
」
っ
て
何
で

す
か
？

こ
の
こ
と
を
知
ら
ず
に
、や
れ
、

迎
え
火
だ
、
盆
提
灯
だ
と
か
。
私

た
ち
は
、
の
ん
き
な
も
の
で
す
。

チ
コ
ち
ゃ
ん
に
「
ボ
ー
ッ
と
し

て
ん
じ
ゃ
ね
え
よ
！
」
と
叱
ら
れ

そ
う
で
す
。

「
仏
法
の
事
は
、
い
そ
げ
、
い

そ
げ
」
と
申
し
ま
す
。

特
に
新
盆
を
迎
え
る
ご
家
族
の

皆
様
、
こ
れ
は
大
事
な
ご
縁
で
す
。

奮
っ
て
お
参
り
く
だ
さ
い
。

お
知
ら
せ

水
島
見
一
先
生
の
ご
出
講
が
、
諸

般
の
事
情
で
叶
わ
な
く
な
り
ま
し
た
。

軌
道
に
乗
り
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
で

の
中
止
で
残
念
で
あ
り
皆
様
に
申
し

訳
な
く
存
じ
ま
す
が
、
こ
の
事
態
も

先
生
か
ら
教
え
て
い
た
だ
い
た
言
葉

で
言
え
ば
、
「
あ
た
わ
り
も
の
」
（
如

来
か
ら
あ
た
え
ら
れ
た
も
の
）
で
す
。

現
在
、
新
た
な
聞
法
会
を
開
く
べ

く
思
案
中
で
す
。

当
寺
が
、
浄
土
真
宗
の
教
え
に
生

き
よ
う
と
す
る
方
々
の
聞
法
道
場
と

し
て
機
能
で
き
る
よ
う
、
今
後
も
、

ご
助
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

梅雨明けした夏空のもと、大汗をかきながらの作業となりました。お疲れ様でした。
アオキの植栽 植樹した桜６０本周辺の雑木伐採 参道草などの刈り 本堂庫裏のガラス拭きをしました。

７月１日（日） 奉仕作業

真
宗
大
谷
派
で
は
、
毎
年
の
お
盆
に
、
こ

の
切
籠
灯
籠
を
吊
り
ま
す
。
「
お
盆
（
盂
蘭

盆
）
」
の
意
味
「
倒
懸
（
逆
さ
づ
り
）
」
を
表

し
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
房
州
切
籠
」
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。



な
ぜ
仏
法
を
聴
聞
す
る
の
か
？

水
島
見
一
先
生
を
お
招
き
し
て
今
ま
で
四

回
に
わ
た
り
、
仏
法
聴
聞
を
し
て
ま
い
り
ま

し
た
。

新
た
な
聞
法
会
を
計
画
す
る
に
あ
た
り
、

な
ぜ
仏
法
を
聴
聞
す
る
の
か
？

こ
の
こ
と
を
共
に
再
確
認
し
よ
う
と
思
い
、

こ
の
文
章
を
掲
載
し
ま
し
た
。

な
お
、
テ
キ
ス
ト
は
今
ま
で
と
同
じ
『
歎

異
抄

白
日
抄
』
を
使
用
す
る
予
定
で
す
。

１

現
代
社
会
と
仏
道

親
鸞
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
仏
道
は
、
過
去
か
ら
今

日
ま
で
の
無
数
の
先
学
や
先
達
方
に
よ
って
受
け
継
が

れ
て
き
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
次
第
に
見
失
わ
れ
つ
つ

あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
私
の
生
活
を
顧
み
ま
し
て
も

実
に
呑
気
な
も
の
で
、
何
と
求
道
に
縁
遠
い
生
活
だ
な

あ
、
と
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。
現
代
は
便
利
で

快
適
と
い
う
こ
と
が
モ
ッ
ト
ー
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ

の
便
利
と
快
適
が
、
私
た
ち
を
仏
道
か
ら
遠
ざ
け
て
い

る
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。
か
つ
て
は
「
貧
」

「
病
」
「
争
」
と
い
う
生
活
苦
が
人
々
を
宗
教
に
駆
り
立

て
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
現
代
で
は
、
た
と
え
ば

少
し
前
に
「
一
億
総
中
流
」
と
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
、

生
活
苦
そ
の
も
の
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。
し
か
し
、
人
間
が
生
を
享
け
た
限
り
持
た
ざ

る
を
得
な
い
「
空
し
さ
」
と
い
う
も
の
、
あ
る
い
は
「
孤
独

感
」
と
い
った
も
の
は
、
何
一
つ
変
わ
って
い
な
い
の
で
す
。

人
間
の
最
大
の
苦
は
、
「
私
が
死
ぬ
」
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
が
、
そ
の
「
私
が
死
ぬ
」
と
い
う
こ
と
も
、
タ
ー
ミ

ナ
ル
ケ
ア
な
ど
の
発
達
に
よ
っ
て
、
ず
い
ぷ
ん
と
苦
痛
が

緩
和
さ
れ
る
時
代
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、

死
が
近
付
い
て
き
た
ら
そ
う
い
う
緩
和
治
療
を
受
け

れ
ば
い
い
の
で
、
死
ぬ
直
前
ま
で
は
健
康
に
留
意
し
て

快
適
な
生
活
を
送
り
た
い
、
と
い
う
の
が
、
多
く
の
現

代
人
の
考
え
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
自
殺
者
が
年
間
三
万
人
を

超
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
現
代
社
会
の
抱
え
て
い
る

大
問
題
で
し
ょ
う
。
特
に
六
十
歳
以
上
の
高
齢
者
の

自
殺
が
、
最
近
の
統
計
で
は
十
万
人
あ
た
り
二
十
一

人
と
い
う
こ
と
で
、
深
刻
な
社
会
現
象
と
な
っ
て
い
る
の

で
す
。
長
生
き
す
る
の
も
大
変
な
時
代
で
あ
り
ま
し

て
、
た
と
え
ば
老
老
介
護
と
い
う
も
の
も
現
代
の
日
本

社
会
に
お
け
る
大
き
な
課
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
『
大

経
』
下
巻
の
三
毒
五
悪
段
に
あ
る
よ
う
な
、

人
、
世
間
の
愛
欲
の
中
に
あ
り
て
、
独
り
生
じ
独

り
死
し
独
り
去
り
独
り
來
り
て
、
行
に
当
り
苦

楽
の
地
に
至
り
趣
く
。
身
、
自
ら
こ
れ
を
当
く
る

に
、
有
も
代
わ
る
者
な
し
。

（
『真
宗
聖
典
』
六
〇
頁
）

と
い
う
事
実
は
、
い
か
に
便
利
で
快
適
な
現
代
社
会
に

お
い
て
も
、
決
し
て
免
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ

り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
私
た
ち
の
人
生
は
、
根
源
的
に

「
空
し
さ
」
と
か
「
孤
独
」
と
い
う
も
の
を
抱
え
て
い
る
の

で
す
。
そ
し
て
そ
の
「
空
し
さ
」
や
「
孤
独
」
は
、
「
私
が

死
ぬ
」と
い
う
こ
と
に
よ
って
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

死
ぬ
こ
と
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
私
た
ち
は
自

分
と
い
う
も
の
の
存
在
意
義
を
確
か
め
た
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
私
が
人
間
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
と
の

意
味
を
知
り
た
い
。
こ
こ
に
私
た
ち
の
根
本
的
な
要

求
、
つ
ま
り
宗
教
心
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
宗
教
心
を
切
り
開
く
こ
と
が
、
現
代
人
の
火
急
の

課
題
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。

真
宗
大
谷
派
は
「
生
ま
れ
た
意
義
と
、
生
き
る
喜
び

を
見
つ
け
よ
う
」
と
い
う
標
語
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
現
代
社
会
に
お
い
て
は
実
に
重
い
言
葉
な
の
で

す
。
私
た
ち
は
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
き
て
満
足
だ
と

い
う
こ
と
を
、
心
の
奥
底
か
ら
言
い
た
い
の
で
す
が
、
そ

れ
が
わ
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
、
「
人
間
と

し
て
生
ま
れ
て
良
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
、
こ
の

家
に
生
ま
れ
て
、
こ
の
伴
侶
を
得
て
、
そ
し
て
こ
の
よ

う
な
子
ど
も
を
授
か
っ
て
、
そ
ん
な
私
で
良
か
っ
た
」
と

言
え
る
よ
う
な
人
生
を
送
り
た
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
あ
る
い
は
、
病
気
を
し
た
り
不
幸
な
事
件
に
遭

遇
し
た
り
し
て
も
、
最
終
的
に
は
、
「
そ
れ
で
良
か
っ

た
」
と
言
え
る
よ
う
な
人
生
を
送
り
た
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
「
生
ま
れ
た
意
義
と
、

生
き
る
喜
び
」
を
、
自
分
の
中
に
は
っき
り
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

２

後
生
の
一
大
事

そ
の
た
め
に
は
、
聴
聞
の
場
に
足
を
運
ば
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
も
、
暇
な
時
に
聴
聞
す
る
と
い
う

の
で
は
な
く
、
ど
ん
な
忙
し
い
用
事
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
を
差
し
置
い
て
で
も
聴
聞
す
る
と
い
う
意
欲

が
必
要
な
よ
う
に
思
い
ま
す
。
自
分
の
都
合
に
合
わ
せ

た
聴
聞
で
は
な
く
、
ま
た
自
己
保
身
の
た
め
の
聴
聞
で



も
な
く
、
そ
ん
な
身
勝
手
な
こ
と
を
考
え
る
自
分
と
い

う
殼
を
破
っ
て
聴
聞
す
る
の
で
す
。
「
後
生
の
一
大
事
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
人
間
と
し
て
生
ま

れ
た
限
り
、
何
と
し
て
も
一
度
は
「
生
ま
れ
た
意
義

と
、
生
き
る
喜
び
」
を
自
分
の
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
い
う
人
生
の
一
大
事

を
何
と
し
て
も
わ
か
ろ
う
と
い
う
宗
教
心
の
躍
動
で

す
。
こ
こ
に
求
道
の
第
一
歩
が
あ
る
の
で
す
。

高
光
大
船
に
師
事
し
た
石
川
県
松
任
（
現
白
山

市
）
の
坂
木
恵
定
先
生
が
、
あ
る
法
座
で
こ
う
い
う
こ

と
を
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
「
あ
な
た
た
ち
の
中
で
法

座
に
來
た
く
な
い
の
に
来
た
人
も
あ
る
と
思
う
が
、
こ

こ
に
足
を
運
ん
だ
と
い
う
だ
け
で
九
割
は
救
わ
れ
て
い

る
ん
だ
」
と
。
イ
ヤ
だ
イ
ヤ
だ
と
思
い
な
が
ら
も
法
座
に

足
を
運
ん
だ
だ
け
で
、
九
割
は
救
わ
れ
て
い
る
の
だ

と
。
し
か
し
、
残
り
の
一
割
が
実
は
大
変
な
の
で
す
。

残
り
の
一
割
、
つ
ま
り
信
心
を
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と

が
、
な
か
な
か
の
難
事
で
あ
り
ま
し
て
、
イ
ヤ
だ
と
い
う

思
い
を
破
っ
て
聴
聞
の
場
に
足
を
運
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
信
心
と
い
う
残
り
の

一
割
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
は
、
自
分
の
都
合
を

顧
み
な
い
で
求
道
す
る
と
い
う
決
断
が
必
要
な
の
で

す
。
そ
う
い
う
決
断
が
あ
れ
ば
、
九
割
は
救
わ
れ
た

と
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
、
残
り
一
割
の
信
心
獲
得
の
悪

戦
苦
闘
が
は
じ
ま
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
闘
い
が

あ
り
ま
す
。
信
心
獲
得
の
闘
い
で
す
。
清
沢
満
之
で
い

え
ば
、
当
時
の
死
に
病
で
あ
っ
た
結
核
の
身
を
抱
え
て

「
自
己
と
は
何
ぞ
や
」
と
問
い
続
け
、
そ
の
中
か
ら
の

「
自
己
と
は
他
な
し
。
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
托
し
て

任
運
に
法
爾
に
此
境
遇
に
落
在
せ
る
も
の
」
と
い
う
自

己
を
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
絶
対
無
限
に
乗
托
す
る
自

己
の
発
見
の
た
め
に
、
清
沢
満
之
は
実
に
激
し
い
求
道

を
実
践
さ
れ
た
の
で
す
。

さ
ら
に
親
鸞
で
い
え
ば
、

弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
願
を
よ
く
よ
く
案
ず
ば
、

ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
な
り
け
り
。
さ
れ

ば
、
そ
く
ば
く
の
業
を
も
ち
け
る
身
に
て
あ
り

け
る
を
、
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し
め
し
た
ち
け
る
本

願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
。

（『
歎
異
抄
』
『真
宗
聖
典
』
六
四
〇
頁
）

と
言
わ
れ
る
よ
う
な
、
そ
く
ば
く
の
業
を
抱
え
た
私
で

あ
り
、
そ
の
よ
う
な
私
一
人
に
お
い
て
弥
陀
の
本
願
を

い
た
だ
い
た
、
と
い
う
自
己
の
発
見
で
し
ょ
う
。
「
罪
悪

深
重
煩
悩
熾
盛
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
自
己
に
お
い

て
如
来
本
願
の
は
た
ら
き
を
い
た
だ
い
た
、
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
の
よ
う
な
自
己
の
発
見
が
聴
聞
で
す
。
聴
聞

し
て
、
宿
業
の
身
の
私
と
い
う
こ
と
が
知
ら
さ
れ
る
と

同
時
に
、
そ
の
身
は
本
願
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
る

自
己
で
あ
った
と
知
ら
さ
れ
る
の
で
す
。
求
道
に
お
い
て

私
た
ち
は
救
わ
れ
が
た
い
闇
の
中
の
自
己
を
知
る
と
同

時
に
、
そ
の
闇
の
自
己
だ
か
ら
こ
そ
如
来
の
は
た
ら
き

を
実
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
宿
業
の
身
こ
そ

が
如
来
の
は
た
ら
き
の
場
所
で
あ
っ
た
、
と
の
自
覚
で

す
。
蓮
如
で
い
え
ば
、
阿
弥
陀
如
来
が
我
が
宿
業
の
身

に
お
い
て
「
ご
身
労
」
し
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
こ
に
聴
聞
の
関
門
が
あ
り
ま
す
。

か
つ
て
は
、
「
仏
道
の
た
め
に
は
、
た
と
え
食
わ
な
く

て
も
良
い
の
だ
」
と
い
う
思
い
を
も
っ
て
求
道
す
る
人
が

た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
し
た
。
高
光
大
船
は
、
「
食
べ
て
い

く
た
め
に
働
く
の
が
忙
し
く
て
仏
教
を
聞
い
て
い
る
暇

な
ど
な
い
」
と
言
う
人
に
、
「
あ
な
た
、
何
故
食
べ
る
の

か
」
と
問
う
の
で
す
。
そ
の
人
は
当
然
、
「
そ
れ
は
生
き

る
た
め
で
す
」
と
答
え
る
の
で
す
。
「
そ
う
言
う
け
れ
ど

も
、
あ
な
た
は
食
べ
て
も
死
ぬ
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
食
べ

な
く
て
死
ん
だ
人
は
そ
う
い
な
い
よ
。
そ
れ
よ
り
も
、

食
べ
て
病
気
に
な
っ
て
死
ぬ
人
の
方
が
多
い
の
で
は
な
い

で
す
か
」
と
言
う
の
で
す
。
高
光
大
船
は
、
聴
聞
よ
り

仕
事
優
先
、
つ
ま
り
食
べ
る
こ
と
を
優
先
す
る
人
に
向

か
って
、
「
あ
な
た
、
そ
れ
で
良
い
の
で
す
か
。
大
切
な
も

の
、
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
」
と
警
告
し
て
い
る
の
で
す
。

私
た
ち
は
、
一
生
懸
命
健
康
に
気
を
使
っ
て
、
日
頃
か

ら
食
べ
物
を
選
ん
で
食
べ
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん

が
、
そ
れ
で
も
一
日
一
日
間
違
い
な
く
死
ぬ
方
向
に

向
か
っ
て
進
ん
で
い
る
の
で
す
。
健
康
に
気
を
使
っ
た
人

が
長
生
き
す
る
と
も
限
り
ま
せ
ん
。
ま
た
長
生
き
し

て
も
幸
せ
と
も
限
り
ま
せ
ん
。
人
生
の
実
相
は
空
し
い

に
違
い
な
い
の
で
す
が
、
私
た
ち
は
そ
れ
に
目
を
つ
む
っ

て
い
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
食
べ
る
こ
と
よ
り
も
仏
法
が
大
事
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。
三
帰
依
文
で
言
い
ま
す
と
「
大
道
を

体
解
し
て
、
無
上
意
を
発
さ
ん
」
と
い
う
意
欲
的
な
聴

聞
を
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
先
達
方
の

不
惜
身
命
の
聴
聞
道
に
よ
っ
て
、
今
日
の
私
た
ち
に
ま

で
仏
法
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
こ
に
、
最

初
の
テ
ー
マ
を
「
求
道
」
と
し
た
意
味
が
あ
り
ま
す
。

現
代
で
は
そ
の
よ
う
な
聴
聞
が
、
き
わ
め
て
少
な
い

よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。
聴
聞
そ
の
も
の
が
難
し
い
の
で

は
な
く
、
私
た
ち
の
便
利
で
快
適
を
求
め
た
い
と
い
う

思
い
が
、
聴
聞
し
た
い
と
い
う
意
欲
を
上
回
っ
て
い
る
の

で
す
。
だ
か
ら
教
養
仏
教
は
さ
か
え
ま
す
が
、
そ
れ
は

人
間
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
で
す
。
現
代
は
ア
ク
セ
サ
リ
ー

仏
教
が
全
盛
の
時
代
に
な
って
い
る
の
で
す
。

（
『
苦
労
は
い
い
も
ん
や

聞
法
の
生
活
』
水
島
見
一
よ
り
）
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※
・
・
以
外
は
当
寺
が
会
場
で
す
。

同
朋
の
会
後
の
暑
気
払
い
で
の
こ

と
で
す
。
大
工
の
棟
梁
の
座
を
退
い

た
方
が
「
俺
の
時
代
は
俺
の
や
り
方

が
あ
っ
た
。
倅
は
倅
の
や
り
方
で
こ

れ
か
ら
の
時
代
を
渡
っ
て
い
く
だ
ろ

う
」
と
。
さ
ら
に
、
「
大
工
は
、
家
を

建
て
終
わ
り
で
は
な
い
。
ア
フ
タ
ー

ケ
ア
が
肝
心
」
と
。

ま
だ
私
は
代
を
譲
り
ま
せ
ん
が
、

寺
も
同
様
だ
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

時
代
相
応
の
や
り
方
を
工
夫
す
る

必
要
が
あ
る
し
、
お
葬
式
が
済
ん
で

終
わ
り
で
は
な
い
。
ア
フ
タ
ー
ケ
ア

が
必
要
。
そ
れ
が
法
事
だ
と
。

２
０
１
８
年
東
京
教
区

親
鸞
聖
人
に
つ
ど
う
同
朋
大
会

六
月
六
日
（
木
）
、
東
京
「
文

京
シ
ビ
ッ
ク
ホ
ー
ル
」
に
関
東

一
都
六
県
と
山
梨
県
長
野
県
か

ら
千
人
を
超
え
る
ご
門
徒
が
集

ま
り
ま
し
た
。
当
寺
か
ら
は
、

写
真
前
列
右
側
か
ら

川
名
ふ
じ
子

関
口

昌
司

渡
邉

秀
子

田
中

嘉
一

田
村
喜
代
子

後
列

金
木
庸
一

田
村
晋
一

鈴
木
正
一
郎
の
各

氏
と
住
職
が
参
加
し
ま
し
た
。

参
集
し
た
ご
門
徒
全
員
で
、

正
信
偈
な
ど
を
同
朋
唱
和
し
、

芹
沢
俊
介
氏
の
「
家
族
と
親
鸞
」

と
い
う
お
話
し
を
聴
き
ま
し
た
。

ふ
だ
ん
で
は
味
わ
え
な
い
大

勢
の
御
同
朋
御
同
行
と
時
空
を

共
に
す
る
喜
び
の
場
で
し
た
。

第
五
回
水
島
見
一
先
生
聞
法
会

中
止
の
経
緯
を
副
住
職
が
説
明

中
止
の
知
ら
せ
が
行
き
届
か

ず
お
越
し
に
な
る
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、

副
住
職
は
京
都
か
ら
戻
り
、
経

緯
を
説
明
し
謝
罪
し
ま
し
た
。

写
真
上
は
、
「
予
定
し
て
い
た

の
で
」
と
お
越
し
に
な
っ
た
湯

川
敬
之
氏
ら
「
遊
子
の
会
」
12

名
で
す
。
こ
れ
も
ご
縁
で
す
の

で
、
住
職
が
一
時
間
半
ほ
ど
法

話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

写
真
下
は
、
翌
日
の
「
月
曜

朝
」
の
お
朝
事
風
景
で
す
。

こ
の
日
は
総
勢

名
と
な
り

17

ま
し
た
。

住
職
は
内
陣
、
副
住
職
と
衆

徒
鈴
木
正
一
郎
氏
が
外
陣
で
お

勤
め
し
ま
し
た
。

お
地
蔵
さ
ま
と
二
部
地
区

戦
没
者
の
合
祀
墓
の
整
備

真
宗
大
谷
派
寺
院
に
奉
安
す
る

本
尊
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
表
現

し
た
阿
弥
陀
仏
立
像
で
す
。

そ
れ
以
外
の
仏
像
は
奉
安
し
ま

せ
ん
。
ま
た
戦
没
者
を
英
霊
（
す

ぐ
れ
た
人
の
霊
魂
）
と
し
て
慰
霊

す
る
教
え
は
あ
り
ま
せ
ん
。
亡
き

人
は
皆
、
諸
仏
の
一
人
と
し
て
仰

が
れ
る
存
在
で
す
。

と
こ
ろ
が
当
寺
に
は
、
お
地
蔵

さ
ま
（
写
真
上
）
や
英
霊
碑
（
写

真
下
）
が
あ
り
ま
す
。

お
参
り
す
る
方
の
要
望
も
あ
り
、

お
地
蔵
さ
ま
の
祠
（
ほ
こ
ら
）
を

修
理
し
賽
銭
箱
を
新
設
し
ま
し
た
。

ま
た
慰
霊
碑
は
、
花
立
て
を
修
理

し
、
そ
の
修
理
を
お
願
い
し
た
石

屋
さ
ん
か
ら
、
石
製
の
立
派
な
賽

銭
箱
が
寄
進
さ
れ
ま
し
た
。

「
こ
の
よ
う
な
英
霊
碑
を
見
る

た
び
に
、
若
い
頃
に
体
験
し
た
あ

の
戦
争
が
思
い
出
さ
れ
、
平
和
の

尊
さ
や
非
戦
の
思
い
を
新
た
に
し

て
い
る
」
と
、
そ
の
石
屋
さ
ん
は

語
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

英
霊
碑
が
ご
縁
と
な
り
、
今
ま

で
知
ら
な
か
っ
た
石
屋
さ
ん
の
人

生
に
触
れ
る
、
温
か
く
豊
か
な
時

間
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。


