
増
田
一
之
氏
「
パ
イ
プ
椅
子
、
要い

り
ま
す
か
？
」
。住
職
・
坊
守
「
は
い
」
。

増
田
氏
「
い
く
つ
必
要
で
す
か
？
」。

住
職
・
坊
守
「
全
部
」。
と
い
う
こ
と

で
、

脚
い
た
だ
き
ま
し
た
。
傷
ん

20

で
い
た
座
面
を
何
枚
も
張
り
替
え
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。

氏
の
御
尊
父
故
増
田
征
夫
氏
か
ら

５
脚
、
足
達

崇

氏
か
ら
は

脚
い

60

た
だ
い
た
椅
子
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

正
座
が
辛
く
て
報
恩
講
な
ど
の
法
要

つ
ら

や
聞
法
会
に
来
ら
れ
な
か
っ
た
方
も
、

こ
れ
で
大
丈
夫
で
す
。

県
道
沿
い
の
掲
示
板
の
前
が
、
鉢

植
え
の
花
で
飾
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

仏
法
を
荘
厳
す
る
仏
花
で
す
。

週
に
一
度
「
時
間
が
た
っ
ぷ
り
あ

り
ま
す
か
ら
」
と
墓
地
の
掃
除
を
し

て
く
だ
さ
る
方
、
伐
採
し
た
樹
木
の

遣
り
場
に
困
っ
て
い
る
と
、
処
理
を

手
配
し
て
く
れ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。
私
が
知
ら
な
い
と
こ
ろ

で
、
寺
の
こ
と
を
気
に
掛
け
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
方
も
き
っ
と
多
い
こ
と

で
し
ょ
う
。

こ
う
し
た
お
気
持
ち
で
、
親
鸞
聖

人
の
歩
ん
だ
浄
土
真
宗
を
伝
え
る
寺
、

ご
門
徒
の
聞
法
道
場
が
、
護
持
さ
れ

て
ま
い
り
ま
し
た
。

世
話
人
交
代

中
佐
久
間
（
谷
）
は
、
昨
年
の
暮

や
つ

れ
に
鈴
木

渉

氏
が
ご
逝
去
さ
れ
ま

し
た
の
で
、
伊
藤

照
代
氏
に
お
願
い

し
ま
し
た
。

平
群
（
荒
川
）
は
、
高
梨

和
夫
氏

の
お
申
し
出
で
に
よ
り
高
梨

剛

氏

に
お
願
い
し
ま
し
た
。

ど
う
ぞ
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

ご
予
定
く
だ
さ
い

月
曜
日
朝
の
お
勤
め

毎
週
６
時
～

６
月
９
日

８
時

分
～
奉
仕
作
業

30

時

分
時
～
勝
善
寺
聞
法
会

13

30

６
月

日
９
時
～

八
日
講
十
日
講

10

７
月

日

時

分
～

21

13

30

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

８
月

日

時
～

盂
蘭
盆
会

10

10

ありがとうございます。

墓
誌
を
新
造

合
祀
墓
の
墓
誌
が
一
杯
に
な
り
ま

ご
う

し

ぼ

し
た
の
で
、
後
ろ
に
造
り
ま
し
た
。

亡
き
人
を
礼
拝

し
、
阿
弥
陀
（
永

遠
の
「
い
の
ち
」
）

に
遇
う
。

あ南
無
阿
弥
陀
仏

増
田

一
之

氏

毎
日
報
道
さ
れ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
や

ウ
ク
ラ
イ
ナ
な
ど
の
惨
状
に
鈍
感
に

な
っ
た
自
分
に
呆
れ
て
い
ま
す
。

あ
き

八
十
年
前
の
日
本
も
こ
れ
と
同
じ

状
況
で
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
条
件
が

そ
ろ
え
ば
戦
争
を
す
る
。
だ
か
ら
こ

れ
は
対
岸
の
火
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

『
憲
法
』
前
文
に
「
日
本
国
民
は
、

恒

久

の
平
和
を
念
願
し
、
人
間
相

こ
う
き
ゅ
う

互
の
関
係
を
支
配
す
る
崇
高
な
理
想

す
う
こ
う

を
深
く
自
覚
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信

義
に
信
頼
し
て
、
わ
れ
ら
の
安
全
と

生
存
を
保
持
し
よ
う
と
決
意
し
た
。

わ
れ
ら
は
、
平
和
を
維
持
し
、
専
制

い

じ

せ
ん
せ
い

と
隷

従

、
圧
迫
と
偏

狭

を
地
上

れ
い
じ
ゅ
う

あ
っ
ぱ
く

へ
ん
き
ょ
う

か
ら
永
遠
に
除
去
し
よ
う
と
努
め
て

い
る
国
際
社
会
に
お
い
て
、
名
誉
あ

め
い

よ

る
地
位
を
占
め
た
い
と
思
ふ
。
わ
れ

ら
は
、
全
世
界
の
国
民
が
、
ひ
と
し

く

恐

怖
と
欠
乏
か
ら
免
れ
、
平
和

き
ょ
う

ふ

け
つ
ぼ
う

ま
ぬ

の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す
る

こ
と
を
確
認
す
る
」
と
あ
り
ま
す
。

こ
の
精
神
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し

て
育
て
ら
れ
、
今
も
そ
れ
を
「
正
義
」

と
し
て
世
界
を
見
て
い
る
。
と
思
っ

た
時
、
フ
ッ
と
題
字
下
の
言
葉
が
思

い
浮
か
び
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
一
九
九
八
年
の
蓮
如
上

人
五
百
回
御
遠
忌
法
要
に
向
け
て
、

真
宗
大
谷
派
が
テ
ー
マ
と
し
た
「
バ

ラ
バ
ラ
で
い
っ
し
ょ
」
の
副
題
で
す
。

「
バ
ラ
バ
ラ
で
い
っ
し
ょ
」
は
、

専
制
や
独
裁
に
隷
従
す
る
こ
と
で
「
い

っ
し
ょ
」
に
な
る
で
も
、
民
主
的
に

互
い
に
妥
協
し
権
利
を
認
め
合
っ
て

「
い
っ
し
ょ
」
に
な
る
こ
と
で
も
あ

り
ま
す
ま
い
。
「
差
異
を
認
め
る
世
界

ち
が
い

の
発
見
」
が
あ
っ
て
の
み
成
り
立
つ
。

●

●

そ
の
世
界
を
仏
教
で
は
、
「
浄
土
」

と
言
い
ま
す
。
こ
の
語
は
死
後
の
世

界
を
イ
メ
ー
ジ
し
ま
す
が
、
「
無
色
透

明
の
鏡
」、
自
分
で
は
見
え
な
い
心
の

奥
底
に
あ
る
根
性
を
映
し
出
す
鏡
と

言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

無
意
識
に
自
分
を
「
正
義
」
と
し

て
他
人
を
裁
い
て
い
る
根
性
。
そ
の

根
性
に
執
着
し
、「
隷
従
す
る
か
」「
さ

も
な
く
ば
抹
殺
す
る
」
と
相
手
に
迫

る
愚
か
な
自
分
が
映
る
鏡
で
す
。

こ
の
鏡
に
向
か
う
生
活
が
「
願
生

浄
土
の
道
」（
『
宗
憲
』
見
開
き
参
照
）
、

そ
れ
が
私
た
ち
の
聞
法
生
活
で
す
。

こ
の
教
え
だ
け
が
、
宗
教
・
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
・
国
家
・
民
族
の
差
異
を

ち
が
い

超
え
ら
れ
る
道
。
「
バ
ラ
バ
ラ
で
い
っ

し
ょ
」
が
成
り
立
つ
教
え
で
す
。

光といのち
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私
は
か
ね
て
三
つ
の
願
い
を
持
っ
て
お
り
ま
し

て
、
一
つ
は
仏
教
徒
と
し
て
イ
ン
ド
の
仏
跡
を
巡

拝
し
た
い
。
二
つ
日
は
日
本
に
も
ご
緑
の
深
い
世

界
宗
教
の
一
方
の
雄
、
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
地
を
訪

れ
た
い
。
ま
ず
ロ
ー
マ
の
バ
チ
カ
ン
に
詣
で
た
い

こ
と
。
三
つ
目
は
二
十
世
紀
が
戦
争
の
世
紀
と
言

わ
れ
、
そ
の
爪
跡
と
言
え
ば
、
何
と
い
っ
て
も
わ

が
国
の
広
島
・
長
崎
の
原
爆
投
下
跡
を
挙
げ
ず
に

い
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
外
に
眼
を
向
け
た
と
き
、
そ

の
最
た
る
も
の
と
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
の
ア

ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
強
制
収
容
所
跡
を
訪
ね
た
い
こ

と
で
し
た
。
お
か
げ
さ
ま
で
ご
縁
が
熟
し
順
次
訪

れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
い
ま
そ
の
中
の
カ

ト
リ
ッ
ク
の
総
本
山
で
あ
る
バ
チ
カ
ン
に
詣
で
た

時
の
こ
と
を
想
起
す
る
の
で
す
。

バ
チ
カ
ン
の
サ
ン
ピ
エ
ト
ロ
大
聖
堂
の
前
に
立

っ
た
時
に
は
、
そ
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
威
容
に

圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。
中
へ
入
る
と
イ
エ
ス
の
十
字

架
の
像
が
中
心
に
安
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ

で
私
た
ち
は
合
掌
念
仏
、
礼
拝
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
念
仏
申
し
て
お
り
ま
し
た
時
に
、
フ

ッ
と
私
の
中
に
思
い
起
こ
さ
れ
て
き
た
の
が
、
実

は
、
今
の
『
正
像
末
和
讃
』
の
一
首
だ
っ
た
の
で

す
。「
九
十
五
種
世
を
け
が
す

唯
仏
一
道
き
よ
く

ま
す

菩
提
に
出
到
し
て
の
み
ぞ

火
宅
の
利
益

は
自
然
な
る
」。
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
宗
教
の
一

方
の
雄
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
も
九
十
五
種
の
内
な

の
か
、
外
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
大
変
乱
暴

な
言
い
方
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
ん
な
こ
と
が
自
分

に
思
え
て
き
ま
し
た
。「
九
十
五
種
世
を
汚
す

唯

仏
一
道
き
よ
く
ま
す
」
と
。「
き
よ
く
ま
す
」
道
、

人
間
を
涅
槃
に
方
向
付
け
る
も
の
は
た
だ
仏
道
の

一
つ
だ
と
い
う
の
で
す
。
だ
か
ら
唯
仏
一
道
の
他

は
全
部
九
十
五
種
で
す
。
こ
の
お
言
葉
か
ら
す
る

と
、
私
ど
も
が
仏
教
徒
と
い
う
ご
緑
を
い
た
だ
い

て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
九
十
五
種
の
中
に
キ

リ
ス
ト
教
も
入
る
と
い
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と
が
フ
ッ
と
思
え
て
き
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
文
化
は
世
界
の
文
明
と
い
っ
て
も
よ
く
、

そ
の
文
化
の
根
底
と
な
り
、
こ
こ
ま
で
育
て
て
き

た
も
の
は
キ
リ
ス
ト
教
の
持
つ
文
化
力
で
あ
る
と

強
く
思
え
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
キ
リ
ス
ト
教
に
は

一
つ
の
真
理
が
流
れ
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

「
唯
仏
一
道
き
よ
く
ま
す
」
だ
か
ら
、
そ
の
キ
リ

ス
ト
教
を
仏
道
以
外
の
も
の
と
し
て
九
十
五
種
の

邪
道
の
中
へ
組
み
入
れ
て
良
い
の
か
否
か
と
考
え

込
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
皆
さ
ん
方
ど
う
で
し
ょ

う
か
。
あ
ま
り
に
も
疑
問
が
大
き
過
ぎ
る
。
自
分

の
中
に
思
え
て
き
た
こ
と
が
自
分
で
も
ど
う
受
け

取
っ
て
い
い
の
か
手
に
負
え
な
い
と
い
っ
た
感
じ

に
な
っ
た
こ
と
を
今
も
思
い
か
え
し
ま
す
。

そ
の
後
に
参
加
し
た
人
と
一
緒
に
話
し
合
い
の

仏
教
っ
て
何
？

浄
土
真
宗
っ
て
ど
ん
な

教
え
？

こ
れ
が
、
は
っ
き
り
し
て
い
な
か
っ
た
。

池
田
勇
諦
先
生
の
ご
法
話
（
こ
の
紙
面
）
で
、

そ
れ
が
明
確
に
な
り
、
そ
れ
を
確
か
め
る
仏
教

聴
聞
を
今
も
続
け
て
い
る
。

そ
れ
ま
で
私
は
、
仏
教
を
現
世
利
益
（
欲
望

げ
ん

ぜ

り

や
く

の
実
現
）
や
慰
霊
鎮
魂
（
死
者
の
追
善
供
養
）

い

れ
い
ち
ん
こ
ん

つ
い
ぜ
ん

く

よ
う

の
呪

術

と
思
い
込
み
、
ま
た
仏
教
・
キ
リ
ス

じ
ゅ
じ
ゅ
つ

ト
教
・
イ
ス
ラ
ム
教
を
並
列
に
見
て
い
ま
し
た
。

あ
る
い
は
、
真
宗
大
谷
派
『
宗
憲
』
前
文
に
あ

る
「
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
名
号
（
南
無
阿
弥
陀

仏
）
を
行
信
す
る
願
生
浄
土
の
道
（
浄
土
真
宗
）

が
、
人
類
平
等
の
救
い
を
全
う
す
る
普
遍
の
大

道
で
あ
る
」
と
の
文
に
「
我
が
宗
門
は
、
ず
い

ぶ
ん
高
慢
で
我
田
引
水
だ
」
と
批
判
的
で
し
た
。

仏
教
を
聴
聞
し
て
、
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
が
、
わ
か
っ
た
。
「
仏
教
」
「
浄
土
真
宗
」
、

こ
れ
が
は
っ
き
り
し
た
ら
。
人
生
が
変
わ
る
。

ど
う
変
わ
る
の
か
？

料
理
は
食
べ
た
ら
、
美
味
し
さ
が
わ
か
る
。

お

い

仏
教
は
聴
聞
し
た
ら
、
そ
れ
が
わ
か
る
。

時
間
を
持
ち
ま
し
た
。
私
は
や
は
り
唯
仏
一
道
以

外
は
邪
道
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い

到
り
ま
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
も
九
十
五
種
の
中
に

入
る
。
け
れ
ど
も
私
が
そ
う
言
わ
せ
て
い
た
だ
く

と
き
に
「
唯
仏
一
道
き
よ
く
ま
す
」
と
い
っ
た
時
、

私
た
ち
は
証
大
涅
槃
の
真
実
道
に
ご
緑
を
い
た
だ

い
て
い
る
か
ら
正
し
い
の
だ
と
無
意
識
の
う
ち
に

な
っ
て
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
な
ら

ば
、
す
で
に
そ
れ
は
九
十
五
種
に
私
自
身
が
転
落

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
唯
仏
一
道
を
も
九
十

五
種
の
中
に
組
み
込
ん
で
し
ま
う
、
そ
の
よ
う
な

私
た
ち
の
受
け
と
め
方
が
強
く
問
い
返
さ
れ
て
き

た
の
で
す
。

キ
リ
ス
ト
教
は
天
国
に
生
ま
れ
る
と
い
う
、
な

ら
ば
そ
れ
は
幸
福
教
で
す
。
幸
福
教
で
あ
る
な
ら

ば
九
十
五
種
の
中
身
で
す
。
私
は
こ
の
こ
と
を
ハ

ッ
キ
リ
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、「
私
た
ち
は
唯
仏
一
道
を
聞
い
て

い
る
の
だ
か
ら
」
と
言
っ
て
い
て
も
、
私
た
ち
の

仏
教
の
受
け
止
め
方
が
い
つ
の
間
に
か
幸
福
教
に

な
っ
て
は
い
な
い
か
。
お
念
仏
を
聞
か
せ
て
も
ら

う
と
幸
福
に
な
れ
る
の
で
な
い
か
。
仏
法
を
聞
か

せ
て
も
ら
う
と
幸
せ
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
つ
の
間
に
か
仏
教
を
も
幸
福
教
に
変
質
化
さ
せ

て
い
る
私
た
ち
で
す
。「
唯
仏
一
道
き
よ
く
ま
す
」

と
は
、
人
間
を
涅
槃
の
一
点
に
方
向
づ
け
る
仏
陀

の
真
実
の
教
え
で
す
。
つ
ま
り
人
間
を
完
全
燃
焼

せ
し
め
る
真
実
教
で
す
。
そ
ぅ
い
う
教
え
に
遇
い

な
が
ら
、
無
意
識
の
う
ち
に
私
た
ち
は
真
実
教
を

も
幸
福
教
に
す
り
替
え
て
し
ま
っ
て
、
仏
教
を
聞

い
て
い
る
つ
も
り
に
な
っ
て
い
な
い
か
。

仏
教
が
私
た
ち
の
上
に
生
き
て
い
く
と
い
う
こ

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
仏
の
感
覚
と
発
想
が
私

た
ち
の
上
に
は
た
ら
い
て
い
く
時
に
仏
教
が
生
き

て
は
た
ら
く
と
言
え
る
の
で
す
。
仏
教
を
聞
い
て

い
る
か
ら
仏
教
だ
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

人
間
が
求
め
て
い
る
も
の
は
幸
福
で
す
。
だ
か
ら
、

幸
福
教
と
い
う
の
は
凡
夫
の
感
覚
と
発
想
で
す
。

そ
こ
で
お
念
仏
が
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
の
な
ら

ば
、
仏
法
と
い
う
名
の
世
法
を
聞
い
て
い
る
だ
け

で
す
。
そ
れ
は
厳
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
そ
う
い
う

自
己
批
判
を
い
た
だ
く
と
、
本
当
に
幸
福
教
で
あ

る
限
り
は
、
何
で
あ
れ
九
十
五
種
の
う
ち
で
す
。

い
ま
キ
リ
ス
ト
教
も
九
十
五
種
だ
と
言
い
ま
し
た

け
れ
ど
も
、
我
々
も
ま
た
仏
教
を
九
十
五
種
の
う

ち
に
組
み
入
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

そ
う
い
う
自
己
批
判
が
そ
こ
に
強
く
動
き
ま
す
。

そ
の
意
味
で
「
九
十
五
種
世
を
け
が
す
」
を
受
け

と
め
た
い
こ
と
で
す
。
そ
の
も
と
は
『
涅
槃
経
』

※

の
仏
陀
の
お
言
葉
で
す
が
、
そ
れ
を
善
導
が
こ
う

い
う
形
で
自
ら
の
確
信
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
だ

け
に
深
く
留
意
す
べ
き
に
思
い
ま
す
。

九
十
五
種
と
い
う
幸
福
教
は
、
こ
の
世
の
す
べ

て
の
こ
と
が
人
間
の
幸
せ
を
追
い
求
め
る
手
段
と

し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
。
政
治
・
経
済
・
教
育
・

文
化
、
全
部
が
そ
う
で
す
。
だ
か
ら
み
な
九
十
五

種
の
中
へ
入
る
。
仏
教
だ
け
は
入
ら
な
い
と
思
っ

て
い
る
の
は
自
己
批
判
の
欠
落
し
た
私
た
ち
の
傲

慢
な
あ
り
方
な
の
で
す
。
確
か
に
教
え
と
し
て
唯

仏
一
道
は
九
十
五
種
の
外
で
す
。
け
れ
ど
も
仏
道

を
も
九
十
五
種
の
内
に
変
質
化
さ
せ
て
い
る
と
い

う
自
覚
を
通
さ
な
い
か
ぎ
り
「
唯
仏
一
道
き
よ
く

ま
す
」
が
真
に
成
り
立
た
な
い
。
そ
れ
が
な
い
と

お
念
仏
の
担
ぎ
屋
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で

し
ょ
う
。

（
真
宗
大
谷
派
東
京
教
区
聖
典
学
習
会
講
義
録

『『
教
行
信
証
』
に
学
ぶ

二
）』
よ
り
）

※
親
鸞
聖
人
は
『
教
行
信
証
』
（
『
真
宗
聖
典
』
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5
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ペ
ー
ジ
第
二
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ペ
ー
ジ
）
に
次
の

よ
う
に
引
用
し
て
い
ま
す
。

『
涅
槃
経
』
に
言
わ
く
、
世
尊
常
に
説
き

た
ま
わ
く
、
「
一
切
の
外
は
九
十
五
種
を
学

び
て
、
み
な
悪
道
に
趣
く
と
。
已
上

光
明
師
（
善
導
）
の
云
わ
く
、
九
十
五
種

み
な
世
を
汚
す
、
た
だ
仏
の
一
道
、
独
り

清
閑
な
り
、
と
。
已
上
」



私
は
か
ね
て
三
つ
の
願
い
を
持
っ
て
お
り
ま
し

て
、
一
つ
は
仏
教
徒
と
し
て
イ
ン
ド
の
仏
跡
を
巡

拝
し
た
い
。
二
つ
日
は
日
本
に
も
ご
緑
の
深
い
世

界
宗
教
の
一
方
の
雄
、
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
地
を
訪

れ
た
い
。
ま
ず
ロ
ー
マ
の
バ
チ
カ
ン
に
詣
で
た
い

こ
と
。
三
つ
目
は
二
十
世
紀
が
戦
争
の
世
紀
と
言

わ
れ
、
そ
の
爪
跡
と
言
え
ば
、
何
と
い
っ
て
も
わ

が
国
の
広
島
・
長
崎
の
原
爆
投
下
跡
を
挙
げ
ず
に

い
ら
れ
ま
せ
ん
が
、
外
に
眼
を
向
け
た
と
き
、
そ

の
最
た
る
も
の
と
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
の
ア

ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
強
制
収
容
所
跡
を
訪
ね
た
い
こ

と
で
し
た
。
お
か
げ
さ
ま
で
ご
縁
が
熟
し
順
次
訪

れ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
が
、
い
ま
そ
の
中
の
カ

ト
リ
ッ
ク
の
総
本
山
で
あ
る
バ
チ
カ
ン
に
詣
で
た

時
の
こ
と
を
想
起
す
る
の
で
す
。

バ
チ
カ
ン
の
サ
ン
ピ
エ
ト
ロ
大
聖
堂
の
前
に
立

っ
た
時
に
は
、
そ
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
威
容
に

圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。
中
へ
入
る
と
イ
エ
ス
の
十
字

架
の
像
が
中
心
に
安
置
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ

で
私
た
ち
は
合
掌
念
仏
、
礼
拝
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
念
仏
申
し
て
お
り
ま
し
た
時
に
、
フ

ッ
と
私
の
中
に
思
い
起
こ
さ
れ
て
き
た
の
が
、
実

は
、
今
の
『
正
像
末
和
讃
』
の
一
首
だ
っ
た
の
で

す
。「
九
十
五
種
世
を
け
が
す

唯
仏
一
道
き
よ
く

ま
す

菩
提
に
出
到
し
て
の
み
ぞ

火
宅
の
利
益

は
自
然
な
る
」。
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
宗
教
の
一

方
の
雄
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
も
九
十
五
種
の
内
な

の
か
、
外
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
大
変
乱
暴

な
言
い
方
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
ん
な
こ
と
が
自
分

に
思
え
て
き
ま
し
た
。「
九
十
五
種
世
を
汚
す

唯

仏
一
道
き
よ
く
ま
す
」
と
。「
き
よ
く
ま
す
」
道
、

人
間
を
涅
槃
に
方
向
付
け
る
も
の
は
た
だ
仏
道
の

一
つ
だ
と
い
う
の
で
す
。
だ
か
ら
唯
仏
一
道
の
他

は
全
部
九
十
五
種
で
す
。
こ
の
お
言
葉
か
ら
す
る

と
、
私
ど
も
が
仏
教
徒
と
い
う
ご
緑
を
い
た
だ
い

て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
九
十
五
種
の
中
に
キ

リ
ス
ト
教
も
入
る
と
い
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と
が
フ
ッ
と
思
え
て
き
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
文
化
は
世
界
の
文
明
と
い
っ
て
も
よ
く
、

そ
の
文
化
の
根
底
と
な
り
、
こ
こ
ま
で
育
て
て
き

た
も
の
は
キ
リ
ス
ト
教
の
持
つ
文
化
力
で
あ
る
と

強
く
思
え
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
キ
リ
ス
ト
教
に
は

一
つ
の
真
理
が
流
れ
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

「
唯
仏
一
道
き
よ
く
ま
す
」
だ
か
ら
、
そ
の
キ
リ

ス
ト
教
を
仏
道
以
外
の
も
の
と
し
て
九
十
五
種
の

邪
道
の
中
へ
組
み
入
れ
て
良
い
の
か
否
か
と
考
え

込
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
皆
さ
ん
方
ど
う
で
し
ょ

う
か
。
あ
ま
り
に
も
疑
問
が
大
き
過
ぎ
る
。
自
分

の
中
に
思
え
て
き
た
こ
と
が
自
分
で
も
ど
う
受
け

取
っ
て
い
い
の
か
手
に
負
え
な
い
と
い
っ
た
感
じ

に
な
っ
た
こ
と
を
今
も
思
い
か
え
し
ま
す
。

そ
の
後
に
参
加
し
た
人
と
一
緒
に
話
し
合
い
の

仏
教
っ
て
何
？

浄
土
真
宗
っ
て
ど
ん
な

教
え
？

こ
れ
が
、
は
っ
き
り
し
て
い
な
か
っ
た
。

池
田
勇
諦
先
生
の
ご
法
話
（
こ
の
紙
面
）
で
、

そ
れ
が
明
確
に
な
り
、
そ
れ
を
確
か
め
る
仏
教

聴
聞
を
今
も
続
け
て
い
る
。

そ
れ
ま
で
私
は
、
仏
教
を
現
世
利
益
（
欲
望

げ
ん

ぜ

り

や
く

の
実
現
）
や
慰
霊
鎮
魂
（
死
者
の
追
善
供
養
）

い

れ
い
ち
ん
こ
ん

つ
い
ぜ
ん

く

よ
う

の
呪

術

と
思
い
込
み
、
ま
た
仏
教
・
キ
リ
ス

じ
ゅ
じ
ゅ
つ

ト
教
・
イ
ス
ラ
ム
教
を
並
列
に
見
て
い
ま
し
た
。

あ
る
い
は
、
真
宗
大
谷
派
『
宗
憲
』
前
文
に
あ

る
「
阿
弥
陀
如
来
の
本
願
名
号
（
南
無
阿
弥
陀

仏
）
を
行
信
す
る
願
生
浄
土
の
道
（
浄
土
真
宗
）

が
、
人
類
平
等
の
救
い
を
全
う
す
る
普
遍
の
大

道
で
あ
る
」
と
の
文
に
「
我
が
宗
門
は
、
ず
い

ぶ
ん
高
慢
で
我
田
引
水
だ
」
と
批
判
的
で
し
た
。

仏
教
を
聴
聞
し
て
、
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
が
、
わ
か
っ
た
。
「
仏
教
」
「
浄
土
真
宗
」
、

こ
れ
が
は
っ
き
り
し
た
ら
。
人
生
が
変
わ
る
。

ど
う
変
わ
る
の
か
？

料
理
は
食
べ
た
ら
、
美
味
し
さ
が
わ
か
る
。

お

い

仏
教
は
聴
聞
し
た
ら
、
そ
れ
が
わ
か
る
。

時
間
を
持
ち
ま
し
た
。
私
は
や
は
り
唯
仏
一
道
以

外
は
邪
道
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い

到
り
ま
し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
も
九
十
五
種
の
中
に

入
る
。
け
れ
ど
も
私
が
そ
う
言
わ
せ
て
い
た
だ
く

と
き
に
「
唯
仏
一
道
き
よ
く
ま
す
」
と
い
っ
た
時
、

私
た
ち
は
証
大
涅
槃
の
真
実
道
に
ご
緑
を
い
た
だ

い
て
い
る
か
ら
正
し
い
の
だ
と
無
意
識
の
う
ち
に

な
っ
て
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
な
ら

ば
、
す
で
に
そ
れ
は
九
十
五
種
に
私
自
身
が
転
落

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
唯
仏
一
道
を
も
九
十

五
種
の
中
に
組
み
込
ん
で
し
ま
う
、
そ
の
よ
う
な

私
た
ち
の
受
け
と
め
方
が
強
く
問
い
返
さ
れ
て
き

た
の
で
す
。

キ
リ
ス
ト
教
は
天
国
に
生
ま
れ
る
と
い
う
、
な

ら
ば
そ
れ
は
幸
福
教
で
す
。
幸
福
教
で
あ
る
な
ら

ば
九
十
五
種
の
中
身
で
す
。
私
は
こ
の
こ
と
を
ハ

ッ
キ
リ
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、「
私
た
ち
は
唯
仏
一
道
を
聞
い
て

い
る
の
だ
か
ら
」
と
言
っ
て
い
て
も
、
私
た
ち
の

仏
教
の
受
け
止
め
方
が
い
つ
の
間
に
か
幸
福
教
に

な
っ
て
は
い
な
い
か
。
お
念
仏
を
聞
か
せ
て
も
ら

う
と
幸
福
に
な
れ
る
の
で
な
い
か
。
仏
法
を
聞
か

せ
て
も
ら
う
と
幸
せ
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
つ
の
間
に
か
仏
教
を
も
幸
福
教
に
変
質
化
さ
せ

て
い
る
私
た
ち
で
す
。「
唯
仏
一
道
き
よ
く
ま
す
」

と
は
、
人
間
を
涅
槃
の
一
点
に
方
向
づ
け
る
仏
陀

の
真
実
の
教
え
で
す
。
つ
ま
り
人
間
を
完
全
燃
焼

せ
し
め
る
真
実
教
で
す
。
そ
ぅ
い
う
教
え
に
遇
い

な
が
ら
、
無
意
識
の
う
ち
に
私
た
ち
は
真
実
教
を

も
幸
福
教
に
す
り
替
え
て
し
ま
っ
て
、
仏
教
を
聞

い
て
い
る
つ
も
り
に
な
っ
て
い
な
い
か
。

仏
教
が
私
た
ち
の
上
に
生
き
て
い
く
と
い
う
こ

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
仏
の
感
覚
と
発
想
が
私

た
ち
の
上
に
は
た
ら
い
て
い
く
時
に
仏
教
が
生
き

て
は
た
ら
く
と
言
え
る
の
で
す
。
仏
教
を
聞
い
て

い
る
か
ら
仏
教
だ
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

人
間
が
求
め
て
い
る
も
の
は
幸
福
で
す
。
だ
か
ら
、

幸
福
教
と
い
う
の
は
凡
夫
の
感
覚
と
発
想
で
す
。

そ
こ
で
お
念
仏
が
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
の
な
ら

ば
、
仏
法
と
い
う
名
の
世
法
を
聞
い
て
い
る
だ
け

で
す
。
そ
れ
は
厳
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い
と
こ
ろ
で
す
。
そ
う
い
う

自
己
批
判
を
い
た
だ
く
と
、
本
当
に
幸
福
教
で
あ

る
限
り
は
、
何
で
あ
れ
九
十
五
種
の
う
ち
で
す
。

い
ま
キ
リ
ス
ト
教
も
九
十
五
種
だ
と
言
い
ま
し
た

け
れ
ど
も
、
我
々
も
ま
た
仏
教
を
九
十
五
種
の
う

ち
に
組
み
入
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

そ
う
い
う
自
己
批
判
が
そ
こ
に
強
く
動
き
ま
す
。

そ
の
意
味
で
「
九
十
五
種
世
を
け
が
す
」
を
受
け

と
め
た
い
こ
と
で
す
。
そ
の
も
と
は
『
涅
槃
経
』
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の
仏
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の
お
言
葉
で
す
が
、
そ
れ
を
善
導
が
こ
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い
う
形
で
自
ら
の
確
信
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
だ

け
に
深
く
留
意
す
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き
に
思
い
ま
す
。
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十
五
種
と
い
う
幸
福
教
は
、
こ
の
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の
す
べ

て
の
こ
と
が
人
間
の
幸
せ
を
追
い
求
め
る
手
段
と

し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
。
政
治
・
経
済
・
教
育
・

文
化
、
全
部
が
そ
う
で
す
。
だ
か
ら
み
な
九
十
五
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の
中
へ
入
る
。
仏
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だ
け
は
入
ら
な
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と
思
っ

て
い
る
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は
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批
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落
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私
た
ち
の
傲
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な
あ
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方
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の
で
す
。
確
か
に
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え
と
し
て
唯

仏
一
道
は
九
十
五
種
の
外
で
す
。
け
れ
ど
も
仏
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を
も
九
十
五
種
の
内
に
変
質
化
さ
せ
て
い
る
と
い

う
自
覚
を
通
さ
な
い
か
ぎ
り
「
唯
仏
一
道
き
よ
く

ま
す
」
が
真
に
成
り
立
た
な
い
。
そ
れ
が
な
い
と

お
念
仏
の
担
ぎ
屋
に
す
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な
く
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し
ま
う
で
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の
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は
九
十
五
種
を
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に
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く
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。
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上
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明
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（
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、
九
十
五
種

み
な
世
を
汚
す
、
た
だ
仏
の
一
道
、
独
り

清
閑
な
り
、
と
。
已
上
」



増
田
一
之
氏
「
パ
イ
プ
椅
子
、
要い

り
ま
す
か
？
」
。住
職
・
坊
守
「
は
い
」
。

増
田
氏
「
い
く
つ
必
要
で
す
か
？
」。

住
職
・
坊
守
「
全
部
」。
と
い
う
こ
と

で
、

脚
い
た
だ
き
ま
し
た
。
傷
ん

20

で
い
た
座
面
を
何
枚
も
張
り
替
え
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。

氏
の
御
尊
父
故
増
田
征
夫
氏
か
ら

５
脚
、
足
達

崇

氏
か
ら
は

脚
い

60

た
だ
い
た
椅
子
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

正
座
が
辛
く
て
報
恩
講
な
ど
の
法
要

つ
ら

や
聞
法
会
に
来
ら
れ
な
か
っ
た
方
も
、

こ
れ
で
大
丈
夫
で
す
。

県
道
沿
い
の
掲
示
板
の
前
が
、
鉢

植
え
の
花
で
飾
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

仏
法
を
荘
厳
す
る
仏
花
で
す
。

週
に
一
度
「
時
間
が
た
っ
ぷ
り
あ

り
ま
す
か
ら
」
と
墓
地
の
掃
除
を
し

て
く
だ
さ
る
方
、
伐
採
し
た
樹
木
の

遣
り
場
に
困
っ
て
い
る
と
、
処
理
を

手
配
し
て
く
れ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。
私
が
知
ら
な
い
と
こ
ろ

で
、
寺
の
こ
と
を
気
に
掛
け
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
方
も
き
っ
と
多
い
こ
と

で
し
ょ
う
。

こ
う
し
た
お
気
持
ち
で
、
親
鸞
聖

人
の
歩
ん
だ
浄
土
真
宗
を
伝
え
る
寺
、

ご
門
徒
の
聞
法
道
場
が
、
護
持
さ
れ

て
ま
い
り
ま
し
た
。

世
話
人
交
代

中
佐
久
間
（
谷
）
は
、
昨
年
の
暮

や
つ

れ
に
鈴
木

渉

氏
が
ご
逝
去
さ
れ
ま

し
た
の
で
、
伊
藤

照
代
氏
に
お
願
い

し
ま
し
た
。

平
群
（
荒
川
）
は
、
高
梨

和
夫
氏

の
お
申
し
出
で
に
よ
り
高
梨

剛

氏

に
お
願
い
し
ま
し
た
。

ど
う
ぞ
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

ご
予
定
く
だ
さ
い

月
曜
日
朝
の
お
勤
め

毎
週
６
時
～

６
月
９
日

８
時

分
～
奉
仕
作
業

30

時

分
時
～
勝
善
寺
聞
法
会

13

30

６
月

日
９
時
～

八
日
講
十
日
講

10

７
月

日

時

分
～

21

13

30

仏
教
を
聞
き
語
り
合
う
会

８
月

日

時
～

盂
蘭
盆
会

10

10

ありがとうございます。

墓
誌
を
新
造

合
祀
墓
の
墓
誌
が
一
杯
に
な
り
ま

ご
う

し

ぼ

し
た
の
で
、
後
ろ
に
造
り
ま
し
た
。

亡
き
人
を
礼
拝

し
、
阿
弥
陀
（
永

遠
の
「
い
の
ち
」
）

に
遇
う
。

あ南
無
阿
弥
陀
仏

増
田

一
之

氏

毎
日
報
道
さ
れ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
や

ウ
ク
ラ
イ
ナ
な
ど
の
惨
状
に
鈍
感
に

な
っ
た
自
分
に
呆
れ
て
い
ま
す
。

あ
き

八
十
年
前
の
日
本
も
こ
れ
と
同
じ

状
況
で
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
条
件
が

そ
ろ
え
ば
戦
争
を
す
る
。
だ
か
ら
こ

れ
は
対
岸
の
火
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

『
憲
法
』
前
文
に
「
日
本
国
民
は
、

恒

久

の
平
和
を
念
願
し
、
人
間
相

こ
う
き
ゅ
う

互
の
関
係
を
支
配
す
る
崇
高
な
理
想

す
う
こ
う

を
深
く
自
覚
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信

義
に
信
頼
し
て
、
わ
れ
ら
の
安
全
と

生
存
を
保
持
し
よ
う
と
決
意
し
た
。

わ
れ
ら
は
、
平
和
を
維
持
し
、
専
制

い

じ

せ
ん
せ
い

と
隷

従

、
圧
迫
と
偏

狭

を
地
上

れ
い
じ
ゅ
う

あ
っ
ぱ
く

へ
ん
き
ょ
う

か
ら
永
遠
に
除
去
し
よ
う
と
努
め
て

い
る
国
際
社
会
に
お
い
て
、
名
誉
あ

め
い

よ

る
地
位
を
占
め
た
い
と
思
ふ
。
わ
れ

ら
は
、
全
世
界
の
国
民
が
、
ひ
と
し

く

恐

怖
と
欠
乏
か
ら
免
れ
、
平
和

き
ょ
う

ふ

け
つ
ぼ
う

ま
ぬ

の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す
る

こ
と
を
確
認
す
る
」
と
あ
り
ま
す
。

こ
の
精
神
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し

て
育
て
ら
れ
、
今
も
そ
れ
を
「
正
義
」

と
し
て
世
界
を
見
て
い
る
。
と
思
っ

た
時
、
フ
ッ
と
題
字
下
の
言
葉
が
思

い
浮
か
び
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
一
九
九
八
年
の
蓮
如
上

人
五
百
回
御
遠
忌
法
要
に
向
け
て
、

真
宗
大
谷
派
が
テ
ー
マ
と
し
た
「
バ

ラ
バ
ラ
で
い
っ
し
ょ
」
の
副
題
で
す
。

「
バ
ラ
バ
ラ
で
い
っ
し
ょ
」
は
、

専
制
や
独
裁
に
隷
従
す
る
こ
と
で
「
い

っ
し
ょ
」
に
な
る
で
も
、
民
主
的
に

互
い
に
妥
協
し
権
利
を
認
め
合
っ
て

「
い
っ
し
ょ
」
に
な
る
こ
と
で
も
あ

り
ま
す
ま
い
。
「
差
異
を
認
め
る
世
界

ち
が
い

の
発
見
」
が
あ
っ
て
の
み
成
り
立
つ
。

●

●

そ
の
世
界
を
仏
教
で
は
、
「
浄
土
」

と
言
い
ま
す
。
こ
の
語
は
死
後
の
世

界
を
イ
メ
ー
ジ
し
ま
す
が
、
「
無
色
透

明
の
鏡
」、
自
分
で
は
見
え
な
い
心
の

奥
底
に
あ
る
根
性
を
映
し
出
す
鏡
と

言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

無
意
識
に
自
分
を
「
正
義
」
と
し

て
他
人
を
裁
い
て
い
る
根
性
。
そ
の

根
性
に
執
着
し
、「
隷
従
す
る
か
」「
さ

も
な
く
ば
抹
殺
す
る
」
と
相
手
に
迫

る
愚
か
な
自
分
が
映
る
鏡
で
す
。

こ
の
鏡
に
向
か
う
生
活
が
「
願
生

浄
土
の
道
」（
『
宗
憲
』
見
開
き
参
照
）
、

そ
れ
が
私
た
ち
の
聞
法
生
活
で
す
。

こ
の
教
え
だ
け
が
、
宗
教
・
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
・
国
家
・
民
族
の
差
異
を

ち
が
い

超
え
ら
れ
る
道
。
「
バ
ラ
バ
ラ
で
い
っ

し
ょ
」
が
成
り
立
つ
教
え
で
す
。

光といのち
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差
異
を
認
め
る

ち
が
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世
界
の
発
見

勝善寺聞法会
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どうぞ奮って、ご聴聞ください。

2023年６月４日撮影

zoom配信します。メールで申込みください。
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