
二
十
数
年
ぶ
り
に
外
壁
塗
装
を
し

て
い
ま
す
。
ほ
こ
り
や
カ
ビ
で
汚
れ

が
ひ
ど
く
モ
ル
タ
ル
に
ひ
び
割
れ
も

あ
り
ま
し
た
。
業
者
の
調
査
で
は
、

木
部
へ
の
浸
水
は
無
い
そ
う
で
す
。

足
場
を
組
ん
だ
の
で
、
大
雪
や
台

風
で
破
損
変
形
し
た
樋
を
全
部
替
え

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

第
二
墓
地
へ
の
お
参
り
は
、
庫
裏

と
車
庫
の
間
の
工
事
用
通
路
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

春
彼
岸
ま
で
に
終
え
る
予
定
で
す
。

二
月
二
十
二
日
（
水
）
八
時
三
十
分

か
ら
二
時
間
ほ
ど
、
寺
役
員
と
有
志

で
鐘
突
き
堂
南
側
斜
面
な
ど
の
枯
れ

て
し
ま
っ
た
桜
の
補
植
を
し
ま
し
た
。

右
か
ら
、（
敬
称
略
）

田
中
昭
一

田
中
嘉
一

渡
邉
秀
子

田
村
晋
一

川
名
喜
昭

足
達

崇

黒
川
敦
子

自
分
た
ち
の
も
う
居
な
い
将
来
に
、

今
ま
で
植
え
た
八
十
本
余
り
の
桜
が

咲
き
誇
り
、
そ
れ
を
愛
で
る
人
た
ち

の
こ
と
を
想
う
と
愉
快
で
あ
り
ま
す
。

寒
い
中
、
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
。

行
事
予
定

春
彼
岸
会

ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ

３
月

日
（火
）

時
～

時
半

21

10

11

宗
祖
親
鸞
聖
人
御
生
誕

年
立
教
開

850

宗

年
慶
讃
法
要
団
体
参
拝
旅
行

800３
月

日
（
木
）
～
４
月
１
日
（
土
）

30

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

ズ
ー
ム

兼
花
ま
つ
り

ズ
ー
ム

４
月
９
日
（日
）

時
～

時

14

16

親
鸞
教
室

ズ
ー
ム

４
月

日
（金
）

時
～

時

14

13

16

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

ズ
ー
ム

５
月
７
日
（日
）

時
～

時

14

16

親
鸞
教
室

ズ
ー
ム

５
月

日
（木
）

時
～

時

18

13

16

中
佐
久
間
講
）

５
月

日
（金
）

時
～

時

19

14

16

勝
善
寺
聞
法
会

ズ
ー
ム

６
月
４
日
（
日
）

時
～

時

14

16

八
日
講
十
日
講

６
月
８
日
（木
）

９
時
～

時
11

奉
仕
作
業

６
月

日
（日
）

８
時

分
～

11

30

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

ズ
ー
ム

７
月

日
（日
）

時
～

時

23

14

16

役
員
（
責
任
役
員
・
総
代
）

責
任
役
員
川
名
喜
昭
氏
は
、
三
月

三
十
日
に
任
期
満
了
と
な
り
ま
す
。

五
期
十
五
年
に
わ
た
り
仏
法
興
隆
に

尽
力
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

後
任
は
、
田
村
晋
一
氏
が
総
代
を

辞
し
就
任
し
ま
す
。

な
お
川
名
喜
昭
氏
は
、
田
村
氏
の

残
任
期
間
（
一
年
間
）
、
総
代
を
勤

め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

「
総
代
代
理
」
の
新
設

現
在
、
住
職
・
副
住
職
・
坊
守
・

責
任
役
員
・
総
代
三
人
で
役
員
会
を

開
い
て
い
ま
す
。

世
代
交
代
の
必
要
性
を
踏
ま
え
、

若
手
の
世
話
人
に
総
代
代
理
と
な
っ

て
い
た
だ
き
、
役
員
会
に
参
加
し
て

い
た
だ
こ
う
と
、
昨
年
の
役
員
会
や

世
話
人
総
会
で
話
し
合
い
ま
し
た
。

な
お
、
総
代
代
理
は
、
次
の
四
地

区
か
ら
各
一
人
を
選
定
し
て
い
く
方

針
で
す
。

【
二
部
上
中
地
区
】

【
二
部
下
検
儀
谷
平
群
地
区
】

【
前
地
区
を
除
く
富
山
地
区
】

【
鋸
南
地
区
】

九
月
の
寺
報
で
、
お
知
ら
せ
す
る

予
定
で
す
。

庫裏外壁の塗装をしています。

桜の苗木を補植しました。

題
字
下
は
、
南
房
総
市
平
群
に
お

住
ま
い
の
小
澤
明
義
氏
が
詠
ん
だ
句

で
す
。
そ
れ
を
私
に
伝
え
て
く
れ
た

ご
門
徒
の
川
名
喜
昭
氏
は
「
季
語
が

な
い
か
ら
俳
句
と
言
え
な
い
か
も
し

れ
な
い
が
」
と
仰
い
ま
し
た
が
、
こ

の
句
は
私
の
思
い
を
代
弁
し
て
く
れ

て
い
る
と
、
嬉
し
く
な
り
ま
し
た
。

「
後
藤
の
龍
」
は
、
本
堂
向
拝
に

ご
は
い

あ
る
彫
刻
（
写
真
）
で
す
。
房
総
の

名
工
後
藤
義
光
最
後
の
作
品
で
保
存

状
態
も
良
く
、
彫
刻
と
し
て
素
晴
ら

し
い
の
だ
そ
う
で
す
。
だ
か
ら
こ
れ

を
目
当
て
に
寺
を
訪
れ
る
人
は
、
け

っ
こ
う
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。
し

か
し
聞
法
会
は
と
い
う
と
・
・
・
。

と
こ
ろ
で
皆
さ
ん
、
写
真
に
映
っ

た
自
分
の
顔
に
オ
ヤ
ッ
と
思
っ
た
こ

と
あ
り
ま
せ
ん
か
。

チ
コ
ち
ゃ
ん
が
「
そ
れ
が
本
当
の

顔
だ
か
ら
！
」
と
、
教
え
て
く
れ
ま

し
た
。
チ
コ
ち
ゃ
ん
は
、
ご
存
じ
の

通
り
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
チ
コ
ち
ゃ
ん
に
叱

ら
れ
る
」
の
五
歳
の
女
の
子
で
す
。

い
つ
も
鏡
で
見
て
い
る
自
分
の
顔

と
写
真
に
写
っ
た
顔
で
は
、
左
右
が

逆
に
な
る
か
ら
写
真
の
顔
に
違
和
感

を
持
つ
の
だ
そ
う
で
す
。

あ
る
い
は
、
こ
れ
は
私
の
こ
と
で

す
が
、
理
容
師
が
散
髪
し
終
え
る
と

「
こ
れ
で
よ
ろ
し
い
で
す
か
」
と
頭

の
後
ろ
を
鏡
で
見
せ
て
く
れ
る
の
で

す
。
私
は
毎
回
こ
こ
で
ギ
ョ
ッ
と
し

ま
す
。
後
頭
部
の
髪
の
無
い
と
こ
ろ

を
見
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
信
じ
ら

れ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ふ
だ

ん
は
気
に
も
留
め
て
い
な
い
ん
で
す

よ
。
自
分
で
は
見
え
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

聞
法
会
の
法
話
は
、
仏
さ
ま
の
説

法
。
本
当
の
自
分
を
知
ら
さ
れ
、
オ

ヤ
ッ
と
思
っ
た
り
ギ
ョ
ッ
と
し
た
り
、

当
た
り
前
が
有
り
難
い
こ
と
だ
っ
た

と
驚
き
、
欠
点
を
指
摘
さ
れ
る
と
腹

が
立
ち
ま
す
が
同
じ
言
葉
を
聞
い
て

も
う
な
ず
い
て
し
ま
う
。

こ
れ
は
、
思
い
や
常
識
を
超
え
た

仏
法
に
触
れ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

そ
こ
が
聞
法
会
の
妙
味
。
味
わ
っ

た
者
だ
け
が
わ
か
る
喜
び
で
す
。
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勝
善
寺

後
藤
の
龍
よ
り

聞
法
会

も

ん

ぽ

う

か

い

春
彼
岸
会

三
月
二
十
一
日
（
火
）
春
分
の
日

十
時
～
十
一
時
半

ど
う
ぞ
お
参
り
く
だ
さ
い
。

ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
限
定
公
開
で
配
信

し
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
メ
ー
ル
で

「
お
参
り
し
ま
す
」
と
お
申
し
出
く

だ
さ
い
。

手挟の龍
た ば さ み



真
宗
門
徒
は
、
仏
壇
の
こ
と
を
「
お
内

仏
」
と
呼
び
な
ら
わ
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
た
だ
仏
壇
を

な
い
ぶ
つ

備
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
「
お
内
仏
」
と
表
現
す
る
こ
と
で
真
宗
独
自
の
意
味
を
い
た
だ

い
て
き
た
生
活
の
い
と
な
み
が
あ
る
の
で
す
。

一
般
的
に
仏
壇
が
先
祖
壇
と
い
わ
れ
る
の
は
、
先
祖
の
供
養
、
先
祖
へ
の
感
謝
、
あ
る
い
は
家
の

な
か
に
災
い
が
な
い
よ
う
に
と
祈
願
す
る
た
め
に
安
置
す
る
も
の
と
受
け
と
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
、
あ
る
面
で
は
誰
し
も
が
願
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
日
ご

ろ
の
生
活
が
安
定
し
て
い
る
時
は
先
祖
の
お
か
げ
で
あ
り
、
何
か
事
が
お
こ
る
と
先
祖
の
祟
り
で

た
た

は
な
い
か
と
不
安
を
お
ぼ
え
ま
す
。
私
た
ち
は
常
に
「
お
か
げ
」
と
「崇
り
」

の
間
で
こ
こ
ろ
が
ゆ
れ

動
き
ま
す
。
す
る
と
先
祖
へ
の
感
謝
の
こ
こ
ろ
は
、
一
瞬
に
し
て
不
信
に
も
か
わ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

本
尊
・
阿
弥
陀
如
来
を
安
置
し
て
も
こ
こ
ろ
は
開
か
れ
ず
、
逆
に
こ
こ
ろ
を
縛
る
も
の
と
し
て
は
た

ら
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
仏
壇
を
私
の
お
守
り
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
葬

式
や
法
事
の
時
で
な
け
れ
ば
必
要
の
な
い
も
の
の
よ
う
に
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
に
対
し
、
私
た
ち
の
先
達
が
単
に
仏
壇
と
し
て
で
は
な
く
「
お
内
仏
」
と
呼
ん
で
き
た
の
は
、

せ
ん
だ
つ

実
は
、
そ
こ
に
「
お
内
仏
の
荘
厳
」
と
い
わ
れ
て
き
た
意
味
が
あ
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
は
お
内
仏
は
浄
土
の
世
界
を
か
た
ど
っ
た
も
の
で
、
本
来
、
す
が
た
・
か
た
ち
を
超
え
た
も
の

を
目
に
見
え
る
よ
う
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
も
の
で
す
。
大
事
な
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
私
た
ち
へ
の
呼
び

か
け
の
か
た
ち
と
し
て
い
た
だ
い
て
き
た
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
は
『
尊
号
実
像
銘
文
』
で
、
「
名

号
を
と
な
う
る
は
す
な
わ
ち
浄
土
を
荘
厳
す
る
に

そ
ん
ご
う
し
ん
ぞ
う
め
い
も
ん

み
よ
う
ご
う

な
る
と
し
る
べ
し
と
な
り
」（
真
宗
聖
典
五
二
〇
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

名
号
と
は
「南
無
阿
弥
陀
仏
」で
す
。

近
年
の
住
宅
事
情
や
生
活
様
式
の
変
化
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
で
、
お
内
仏
と
し
て
仏
壇
を
安

置
す
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
よ
り
多
く
の
ご
家
庭
で
本
尊
を
お
受
け
い
た
だ
く

こ
と
を
願
っ
て
、
本
山
で
は
小
型
の
「三
折
本
尊
」を
授
与
し
て
い
ま
す
。

安
置
す
る
場
所
と
し
て
は
、
日
々
の
お
給
仕
や
お
参
り
が
し
や
す
い
場
所
を
選
び
ま
し
ょ
う
。
家

具
や
棚
の
上
に
安
置
さ
れ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

（
『
真
宗
の
仏
事

ｰ

お
内
仏
の
あ
る
生
活ｰ

』東
本
願
寺
出
版
よ
り
）

荘
厳
さ
れ
て
生
き
る

真
宗
大
谷
派
皆
念
寺
住
職

春
近

敏

師

近
頃
、
「
終
活
」
と
い
う
こ
と
が
話
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。
残
し
て
い
く
者
に
面
倒
を
か
け
た
く
な

い
と
い
う
思
い
か
ら
自
分
の
身
の
周
り
の
も
の
を

整
理
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
処
分
し
て
お
き
た
い

と
い
う
気
持
ち
は
、
少
な
か
ら
ず
抱
く
も
の
で
し

ょ
う
。
私
も
、
幼
い
頃
の
自
分
の
写
真
な
ど
は
残
っ

て
い
て
も
仕
方
が
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
て
、
古
い

ア
ル
バ
ム
を
取
り
出
し
た
の
で
す
が
、
す
ぐ
に
見

入
っ
て
し
ま
い
、
整
理
は
そ
こ
で
止
ま
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
過
去
の
思
い
出
に
浸
る
の
は
大
変
気

分
の
良
い
も
の
で
す
。
自
身
の
歩
み
の
事
実
を
整

理
す
る
の
は
大
変
困
難
な
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
ど

う
す
る
か
は
、
今
後
の
私
自
身
の
課
題
で
も
あ
り

ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
な
か
に
は
「
終
活
」
の
一
環
と
し
て
、

仏
壇
ま
で
も
処
分
し
た
い
と
い
う
相
談
を
受
け
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
聞
い
た
と
き
、
大
学
生

の
と
き
に
出
会
っ
た
あ
る
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
留
学

生
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

彼
は
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
、
彼
と
は
様
々

な
議
論
を
し
ま
し
た
。
宗
教
が
話
題
と
な
っ
た
と

き
に
、
私
は
こ
う
言
い
ま
し
た
。
「
あ
な
た
方
は
、
毎

週
日
曜
日
に
は
教
会
に
足
を
運
ん
で
い
ま
す
。
信

じ
る
宗
教
を
大
事
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
点
を
、
我

々
日
本
人
は
見
習
わ
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
」
す

る
と
、
彼
は
こ
う
答
え
ま
し
た
。
「
我
々
は
せ
い
ぜ

い
週
に
一
度
の
こ
と
で
す
。
あ
な
た
方
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
家
に
教
会
が
あ
る
で
は
な
い
で
す
か
。
」

家
に
教
会
が
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い

え
ば
、
彼
は
仏
壇
の
こ
と
を
言
っ
て
い
た
の
で
し

た
。
仏
壇
は
、
元
々
は
持
仏
堂
と
い
う
個
人
の
敷
地

内
に
建
て
て
い
た
お
堂
を
家
屋
の
中
に
設
置
し
た

も
の
で
す
か
ら
、
彼
の
表
現
は
確
か
に
そ
の
と
お

り
で
す
。
帰
宅
し
て
父
に
そ
の
話
を
す
る
と
、
父
は

領
い
て
「
荘

厳
と
は
、
あ
る
べ
き
も
の
が
あ
る
べ

し
よ
う
ご
ん

き
所
に
あ
っ
て
、
過
不
足
の
な
い
こ
と
を
言
う
の

だ
」
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
本
堂
や
仏
壇
を
掃
除

し
て
、
お
飾
り
を
す
る
こ
と
を
「
お
荘
厳
す
る
」
と

言
い
ま
す
。
荘
厳
の
「
荘
」
は
か
ざ
る
と
い
う
意
味

で
す
。
「
厳
」
と
は

厳

し
、
つ
ま
り
お
ご
そ
か
で
整

い
つ
く

っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
ま
す
。
父
は
、
こ
の
厳
し
と

い
う
こ
と
を
言
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

荘
厳
と
は
、
単
に
仏
壇
の
お
飾
り
だ
け
を
意
味

す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
前
に
座
る
私
た
ち
自
身

も
含
め
て
あ
る
も
の
で
す
。
お
内
仏
（
仏
壇
の
仏

さ
ま
）
に
相
対
し
て
、
お
飾
り
に
過
不
足
が
な
い

か
を
確
か
め
る
と
同
時
に
、
自
分
自
身
の
心
や
姿

勢
に
過
不
足
は
な
い
か
と
振
り
返
る
場
で
す
。
お

内
仏
に
向
き
合
う
と
き
、
あ
る
べ
き
物
が
あ
る
べ

き
場
所
に
な
い
と
途
端
に
落
ち
着
か
な
く
な
り
ま

す
。
同
様
に
、
自
分
が
人
と
し
て
あ
る
べ
き
姿
で
な

く
な
っ
て
い
る
と
、
そ
の
こ
と
を
仏
さ
ま
に
教
え

ら
れ
る
の
で
す
。
正
し
い
お
荘
厳
を
心
が
け
て
い

る
と
き
は
、
同
時
に
自
分
自
身
も
荘
厳
さ
れ
て
い

る
の
で
す
。

今
に
し
て
思
え
ば
、
あ
の
留
学
生
は
仏
教
徒
で

あ
る
私
に
、
わ
ざ
わ
ざ
外
に
出
向
か
ず
と
も
家
の

中
に
い
つ
で
も
手
を
合
わ
せ
て
自
分
を
確
か
め
る

場
所
が
あ
る
で
は
な
い
で
す
か
、
そ
れ
を
大
事
に

し
て
は
い
か
が
で
す
か
、
と
教
え
て
く
れ
た
よ
う

に
も
受
け
止
め
ら
れ
ま
す
。
自
分
の
寿
命
が
終
わ

っ
た
後
の
問
題
も
気
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
前
に
、

ま
ず
は
自
分
の
い
の
ち
を
ど
う
生
き
き
る
か
と
い

う
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
荘
厳
と
い
う

こ
と
を
通
じ
て
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

（
『仏
教
ラ
イ
フ146

号
』仏
教
情
報
セ
ン
タ
ー
よ
り
）

「
お
仏
壇
は
、
葬
式
出
し
て
か
ら
」
と
お
考

え
の
方
が
多
い
よ
う
で
す
が
、
そ
う
で
は
あ

り
ま
せ
ん
ね
。

御
本
尊
の
あ
る
生
活
、
掌
を
合
わ
せ
頭
を

て

下
げ
る
場
所
が
家
の
中
に
あ
る
生
活
が
日
本

の
伝
統
で
し
た
。
「
お
仏
壇
が
無
く
て
、
子
育

て
が
出
来
る
か
。
」
と
い
う
言
葉
も
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

お
仏
壇
は
、
死
者
壇
で
は
無
く
、
教
育
壇
、

親
子
が
共
に
育
つ
共
育
壇
で
す
。



真
宗
門
徒
は
、
仏
壇
の
こ
と
を
「
お
内

仏
」
と
呼
び
な
ら
わ
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
た
だ
仏
壇
を

な
い
ぶ
つ

備
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
「
お
内
仏
」
と
表
現
す
る
こ
と
で
真
宗
独
自
の
意
味
を
い
た
だ

い
て
き
た
生
活
の
い
と
な
み
が
あ
る
の
で
す
。

一
般
的
に
仏
壇
が
先
祖
壇
と
い
わ
れ
る
の
は
、
先
祖
の
供
養
、
先
祖
へ
の
感
謝
、
あ
る
い
は
家
の

な
か
に
災
い
が
な
い
よ
う
に
と
祈
願
す
る
た
め
に
安
置
す
る
も
の
と
受
け
と
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
、
あ
る
面
で
は
誰
し
も
が
願
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
日
ご

ろ
の
生
活
が
安
定
し
て
い
る
時
は
先
祖
の
お
か
げ
で
あ
り
、
何
か
事
が
お
こ
る
と
先
祖
の
祟
り
で

た
た

は
な
い
か
と
不
安
を
お
ぼ
え
ま
す
。
私
た
ち
は
常
に
「
お
か
げ
」
と
「崇
り
」

の
間
で
こ
こ
ろ
が
ゆ
れ

動
き
ま
す
。
す
る
と
先
祖
へ
の
感
謝
の
こ
こ
ろ
は
、
一
瞬
に
し
て
不
信
に
も
か
わ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

本
尊
・
阿
弥
陀
如
来
を
安
置
し
て
も
こ
こ
ろ
は
開
か
れ
ず
、
逆
に
こ
こ
ろ
を
縛
る
も
の
と
し
て
は
た

ら
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
仏
壇
を
私
の
お
守
り
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
葬

式
や
法
事
の
時
で
な
け
れ
ば
必
要
の
な
い
も
の
の
よ
う
に
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
に
対
し
、
私
た
ち
の
先
達
が
単
に
仏
壇
と
し
て
で
は
な
く
「
お
内
仏
」
と
呼
ん
で
き
た
の
は
、

せ
ん
だ
つ

実
は
、
そ
こ
に
「
お
内
仏
の
荘
厳
」
と
い
わ
れ
て
き
た
意
味
が
あ
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
は
お
内
仏
は
浄
土
の
世
界
を
か
た
ど
っ
た
も
の
で
、
本
来
、
す
が
た
・
か
た
ち
を
超
え
た
も
の

を
目
に
見
え
る
よ
う
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
も
の
で
す
。
大
事
な
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
私
た
ち
へ
の
呼
び

か
け
の
か
た
ち
と
し
て
い
た
だ
い
て
き
た
の
で
す
。

親
鸞
聖
人
は
『
尊
号
実
像
銘
文
』
で
、
「
名

号
を
と
な
う
る
は
す
な
わ
ち
浄
土
を
荘
厳
す
る
に

そ
ん
ご
う
し
ん
ぞ
う
め
い
も
ん

み
よ
う
ご
う

な
る
と
し
る
べ
し
と
な
り
」（
真
宗
聖
典
五
二
〇
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

名
号
と
は
「南
無
阿
弥
陀
仏
」で
す
。

近
年
の
住
宅
事
情
や
生
活
様
式
の
変
化
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
で
、
お
内
仏
と
し
て
仏
壇
を
安

置
す
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
よ
り
多
く
の
ご
家
庭
で
本
尊
を
お
受
け
い
た
だ
く

こ
と
を
願
っ
て
、
本
山
で
は
小
型
の
「三
折
本
尊
」を
授
与
し
て
い
ま
す
。

安
置
す
る
場
所
と
し
て
は
、
日
々
の
お
給
仕
や
お
参
り
が
し
や
す
い
場
所
を
選
び
ま
し
ょ
う
。
家

具
や
棚
の
上
に
安
置
さ
れ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

（
『
真
宗
の
仏
事

ｰ

お
内
仏
の
あ
る
生
活ｰ

』東
本
願
寺
出
版
よ
り
）

荘
厳
さ
れ
て
生
き
る

真
宗
大
谷
派
皆
念
寺
住
職

春
近

敏

師

近
頃
、
「
終
活
」
と
い
う
こ
と
が
話
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。
残
し
て
い
く
者
に
面
倒
を
か
け
た
く
な

い
と
い
う
思
い
か
ら
自
分
の
身
の
周
り
の
も
の
を

整
理
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
処
分
し
て
お
き
た
い

と
い
う
気
持
ち
は
、
少
な
か
ら
ず
抱
く
も
の
で
し

ょ
う
。
私
も
、
幼
い
頃
の
自
分
の
写
真
な
ど
は
残
っ

て
い
て
も
仕
方
が
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
て
、
古
い

ア
ル
バ
ム
を
取
り
出
し
た
の
で
す
が
、
す
ぐ
に
見

入
っ
て
し
ま
い
、
整
理
は
そ
こ
で
止
ま
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
過
去
の
思
い
出
に
浸
る
の
は
大
変
気

分
の
良
い
も
の
で
す
。
自
身
の
歩
み
の
事
実
を
整

理
す
る
の
は
大
変
困
難
な
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
ど

う
す
る
か
は
、
今
後
の
私
自
身
の
課
題
で
も
あ
り

ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
な
か
に
は
「
終
活
」
の
一
環
と
し
て
、

仏
壇
ま
で
も
処
分
し
た
い
と
い
う
相
談
を
受
け
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
聞
い
た
と
き
、
大
学
生

の
と
き
に
出
会
っ
た
あ
る
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
留
学

生
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

彼
は
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
、
彼
と
は
様
々

な
議
論
を
し
ま
し
た
。
宗
教
が
話
題
と
な
っ
た
と

き
に
、
私
は
こ
う
言
い
ま
し
た
。
「
あ
な
た
方
は
、
毎

週
日
曜
日
に
は
教
会
に
足
を
運
ん
で
い
ま
す
。
信

じ
る
宗
教
を
大
事
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
点
を
、
我

々
日
本
人
は
見
習
わ
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
」
す

る
と
、
彼
は
こ
う
答
え
ま
し
た
。
「
我
々
は
せ
い
ぜ

い
週
に
一
度
の
こ
と
で
す
。
あ
な
た
方
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
家
に
教
会
が
あ
る
で
は
な
い
で
す
か
。
」

家
に
教
会
が
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い

え
ば
、
彼
は
仏
壇
の
こ
と
を
言
っ
て
い
た
の
で
し

た
。
仏
壇
は
、
元
々
は
持
仏
堂
と
い
う
個
人
の
敷
地

内
に
建
て
て
い
た
お
堂
を
家
屋
の
中
に
設
置
し
た

も
の
で
す
か
ら
、
彼
の
表
現
は
確
か
に
そ
の
と
お

り
で
す
。
帰
宅
し
て
父
に
そ
の
話
を
す
る
と
、
父
は

領
い
て
「
荘

厳
と
は
、
あ
る
べ
き
も
の
が
あ
る
べ

し
よ
う
ご
ん

き
所
に
あ
っ
て
、
過
不
足
の
な
い
こ
と
を
言
う
の

だ
」
と
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
本
堂
や
仏
壇
を
掃
除

し
て
、
お
飾
り
を
す
る
こ
と
を
「
お
荘
厳
す
る
」
と

言
い
ま
す
。
荘
厳
の
「
荘
」
は
か
ざ
る
と
い
う
意
味

で
す
。
「
厳
」
と
は

厳

し
、
つ
ま
り
お
ご
そ
か
で
整

い
つ
く

っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
ま
す
。
父
は
、
こ
の
厳
し
と

い
う
こ
と
を
言
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

荘
厳
と
は
、
単
に
仏
壇
の
お
飾
り
だ
け
を
意
味

す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
前
に
座
る
私
た
ち
自
身

も
含
め
て
あ
る
も
の
で
す
。
お
内
仏
（
仏
壇
の
仏

さ
ま
）
に
相
対
し
て
、
お
飾
り
に
過
不
足
が
な
い

か
を
確
か
め
る
と
同
時
に
、
自
分
自
身
の
心
や
姿

勢
に
過
不
足
は
な
い
か
と
振
り
返
る
場
で
す
。
お

内
仏
に
向
き
合
う
と
き
、
あ
る
べ
き
物
が
あ
る
べ

き
場
所
に
な
い
と
途
端
に
落
ち
着
か
な
く
な
り
ま

す
。
同
様
に
、
自
分
が
人
と
し
て
あ
る
べ
き
姿
で
な

く
な
っ
て
い
る
と
、
そ
の
こ
と
を
仏
さ
ま
に
教
え

ら
れ
る
の
で
す
。
正
し
い
お
荘
厳
を
心
が
け
て
い

る
と
き
は
、
同
時
に
自
分
自
身
も
荘
厳
さ
れ
て
い

る
の
で
す
。

今
に
し
て
思
え
ば
、
あ
の
留
学
生
は
仏
教
徒
で

あ
る
私
に
、
わ
ざ
わ
ざ
外
に
出
向
か
ず
と
も
家
の

中
に
い
つ
で
も
手
を
合
わ
せ
て
自
分
を
確
か
め
る

場
所
が
あ
る
で
は
な
い
で
す
か
、
そ
れ
を
大
事
に

し
て
は
い
か
が
で
す
か
、
と
教
え
て
く
れ
た
よ
う

に
も
受
け
止
め
ら
れ
ま
す
。
自
分
の
寿
命
が
終
わ

っ
た
後
の
問
題
も
気
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
前
に
、

ま
ず
は
自
分
の
い
の
ち
を
ど
う
生
き
き
る
か
と
い

う
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
荘
厳
と
い
う

こ
と
を
通
じ
て
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

（
『仏
教
ラ
イ
フ146

号
』仏
教
情
報
セ
ン
タ
ー
よ
り
）

「
お
仏
壇
は
、
葬
式
出
し
て
か
ら
」
と
お
考

え
の
方
が
多
い
よ
う
で
す
が
、
そ
う
で
は
あ

り
ま
せ
ん
ね
。

御
本
尊
の
あ
る
生
活
、
掌
を
合
わ
せ
頭
を

て

下
げ
る
場
所
が
家
の
中
に
あ
る
生
活
が
日
本

の
伝
統
で
し
た
。
「
お
仏
壇
が
無
く
て
、
子
育

て
が
出
来
る
か
。
」
と
い
う
言
葉
も
伝
え
ら

れ
て
い
ま
す
。

お
仏
壇
は
、
死
者
壇
で
は
無
く
、
教
育
壇
、

親
子
が
共
に
育
つ
共
育
壇
で
す
。



二
十
数
年
ぶ
り
に
外
壁
塗
装
を
し

て
い
ま
す
。
ほ
こ
り
や
カ
ビ
で
汚
れ

が
ひ
ど
く
モ
ル
タ
ル
に
ひ
び
割
れ
も

あ
り
ま
し
た
。
業
者
の
調
査
で
は
、

木
部
へ
の
浸
水
は
無
い
そ
う
で
す
。

足
場
を
組
ん
だ
の
で
、
大
雪
や
台

風
で
破
損
変
形
し
た
樋
を
全
部
替
え

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

第
二
墓
地
へ
の
お
参
り
は
、
庫
裏

と
車
庫
の
間
の
工
事
用
通
路
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

春
彼
岸
ま
で
に
終
え
る
予
定
で
す
。

二
月
二
十
二
日
（
水
）
八
時
三
十
分

か
ら
二
時
間
ほ
ど
、
寺
役
員
と
有
志

で
鐘
突
き
堂
南
側
斜
面
な
ど
の
枯
れ

て
し
ま
っ
た
桜
の
補
植
を
し
ま
し
た
。

右
か
ら
、（
敬
称
略
）

田
中
昭
一

田
中
嘉
一

渡
邉
秀
子

田
村
晋
一

川
名
喜
昭

足
達

崇

黒
川
敦
子

自
分
た
ち
の
も
う
居
な
い
将
来
に
、

今
ま
で
植
え
た
八
十
本
余
り
の
桜
が

咲
き
誇
り
、
そ
れ
を
愛
で
る
人
た
ち

の
こ
と
を
想
う
と
愉
快
で
あ
り
ま
す
。

寒
い
中
、
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
。

行
事
予
定

春
彼
岸
会

ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ

３
月

日
（火
）

時
～

時
半

21

10

11

宗
祖
親
鸞
聖
人
御
生
誕

年
立
教
開

850

宗

年
慶
讃
法
要
団
体
参
拝
旅
行

800３
月

日
（
木
）
～
４
月
１
日
（
土
）

30

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

ズ
ー
ム

兼
花
ま
つ
り

ズ
ー
ム

４
月
９
日
（日
）

時
～

時

14

16

親
鸞
教
室

ズ
ー
ム

４
月

日
（金
）

時
～

時

14

13

16

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

ズ
ー
ム

５
月
７
日
（日
）

時
～

時

14

16

親
鸞
教
室

ズ
ー
ム

５
月

日
（木
）

時
～

時

18

13

16

中
佐
久
間
講
）

５
月

日
（金
）

時
～

時

19

14

16

勝
善
寺
聞
法
会

ズ
ー
ム

６
月
４
日
（
日
）

時
～

時

14

16

八
日
講
十
日
講

６
月
８
日
（木
）

９
時
～

時
11

奉
仕
作
業

６
月

日
（日
）

８
時

分
～

11

30

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

ズ
ー
ム

７
月

日
（日
）

時
～

時

23

14

16

役
員
（
責
任
役
員
・
総
代
）

責
任
役
員
川
名
喜
昭
氏
は
、
三
月

三
十
日
に
任
期
満
了
と
な
り
ま
す
。

五
期
十
五
年
に
わ
た
り
仏
法
興
隆
に

尽
力
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

後
任
は
、
田
村
晋
一
氏
が
総
代
を

辞
し
就
任
し
ま
す
。

な
お
川
名
喜
昭
氏
は
、
田
村
氏
の

残
任
期
間
（
一
年
間
）
、
総
代
を
勤

め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

「
総
代
代
理
」
の
新
設

現
在
、
住
職
・
副
住
職
・
坊
守
・

責
任
役
員
・
総
代
三
人
で
役
員
会
を

開
い
て
い
ま
す
。

世
代
交
代
の
必
要
性
を
踏
ま
え
、

若
手
の
世
話
人
に
総
代
代
理
と
な
っ

て
い
た
だ
き
、
役
員
会
に
参
加
し
て

い
た
だ
こ
う
と
、
昨
年
の
役
員
会
や

世
話
人
総
会
で
話
し
合
い
ま
し
た
。

な
お
、
総
代
代
理
は
、
次
の
四
地

区
か
ら
各
一
人
を
選
定
し
て
い
く
方

針
で
す
。

【
二
部
上
中
地
区
】

【
二
部
下
検
儀
谷
平
群
地
区
】

【
前
地
区
を
除
く
富
山
地
区
】

【
鋸
南
地
区
】

九
月
の
寺
報
で
、
お
知
ら
せ
す
る

予
定
で
す
。

庫裏外壁の塗装をしています。

桜の苗木を補植しました。

題
字
下
は
、
南
房
総
市
平
群
に
お

住
ま
い
の
小
澤
明
義
氏
が
詠
ん
だ
句

で
す
。
そ
れ
を
私
に
伝
え
て
く
れ
た

ご
門
徒
の
川
名
喜
昭
氏
は
「
季
語
が

な
い
か
ら
俳
句
と
言
え
な
い
か
も
し

れ
な
い
が
」
と
仰
い
ま
し
た
が
、
こ

の
句
は
私
の
思
い
を
代
弁
し
て
く
れ

て
い
る
と
、
嬉
し
く
な
り
ま
し
た
。

「
後
藤
の
龍
」
は
、
本
堂
向
拝
に

ご
は
い

あ
る
彫
刻
（
写
真
）
で
す
。
房
総
の

名
工
後
藤
義
光
最
後
の
作
品
で
保
存

状
態
も
良
く
、
彫
刻
と
し
て
素
晴
ら

し
い
の
だ
そ
う
で
す
。
だ
か
ら
こ
れ

を
目
当
て
に
寺
を
訪
れ
る
人
は
、
け

っ
こ
う
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。
し

か
し
聞
法
会
は
と
い
う
と
・
・
・
。

と
こ
ろ
で
皆
さ
ん
、
写
真
に
映
っ

た
自
分
の
顔
に
オ
ヤ
ッ
と
思
っ
た
こ

と
あ
り
ま
せ
ん
か
。

チ
コ
ち
ゃ
ん
が
「
そ
れ
が
本
当
の

顔
だ
か
ら
！
」
と
、
教
え
て
く
れ
ま

し
た
。
チ
コ
ち
ゃ
ん
は
、
ご
存
じ
の

通
り
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
チ
コ
ち
ゃ
ん
に
叱

ら
れ
る
」
の
五
歳
の
女
の
子
で
す
。

い
つ
も
鏡
で
見
て
い
る
自
分
の
顔

と
写
真
に
写
っ
た
顔
で
は
、
左
右
が

逆
に
な
る
か
ら
写
真
の
顔
に
違
和
感

を
持
つ
の
だ
そ
う
で
す
。

あ
る
い
は
、
こ
れ
は
私
の
こ
と
で

す
が
、
理
容
師
が
散
髪
し
終
え
る
と

「
こ
れ
で
よ
ろ
し
い
で
す
か
」
と
頭

の
後
ろ
を
鏡
で
見
せ
て
く
れ
る
の
で

す
。
私
は
毎
回
こ
こ
で
ギ
ョ
ッ
と
し

ま
す
。
後
頭
部
の
髪
の
無
い
と
こ
ろ

を
見
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
信
じ
ら

れ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ふ
だ

ん
は
気
に
も
留
め
て
い
な
い
ん
で
す

よ
。
自
分
で
は
見
え
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

聞
法
会
の
法
話
は
、
仏
さ
ま
の
説

法
。
本
当
の
自
分
を
知
ら
さ
れ
、
オ

ヤ
ッ
と
思
っ
た
り
ギ
ョ
ッ
と
し
た
り
、

当
た
り
前
が
有
り
難
い
こ
と
だ
っ
た

と
驚
き
、
欠
点
を
指
摘
さ
れ
る
と
腹

が
立
ち
ま
す
が
同
じ
言
葉
を
聞
い
て

も
う
な
ず
い
て
し
ま
う
。

こ
れ
は
、
思
い
や
常
識
を
超
え
た

仏
法
に
触
れ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

そ
こ
が
聞
法
会
の
妙
味
。
味
わ
っ

た
者
だ
け
が
わ
か
る
喜
び
で
す
。
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勝
善
寺

後
藤
の
龍
よ
り

聞
法
会

も

ん

ぽ

う

か

い

春
彼
岸
会

三
月
二
十
一
日
（
火
）
春
分
の
日

十
時
～
十
一
時
半

ど
う
ぞ
お
参
り
く
だ
さ
い
。

ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
限
定
公
開
で
配
信

し
ま
す
。
ご
希
望
の
方
は
メ
ー
ル
で

「
お
参
り
し
ま
す
」
と
お
申
し
出
く

だ
さ
い
。

手挟の龍
た ば さ み
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