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昨
年
を
表
す
漢
字
は
「
虎
」
だ
っ
た
。

　

や
れ
ば
出
来
た
阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
に
日

本
中
が
湧
い
た
。

　

仏
者
な
ら
、
金
光
明
経
に
出
て
く
る
、

大
慈
悲
の
故
に
薩
捶
王
子
が
飢
え
た
虎
に

身
を
投
げ
与
え
た
場
面
を
思
い
浮
か
べ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

次
点
は
「
戦
」、「
乱
」
だ
っ
た
。
指

導
者
に
、
生
後
間
も
な
い
七
匹
の
子
を
持

つ
飢
餓
瀕
死
の
虎
に
、
捨
身
し
た
王
子
の

大
慈
悲
心
を
持
つ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
戦

や
乱
な
ど
起
こ
り
よ
う
が
な
い
の
に
と
思

う
。

　

さ
て
、
今
年
は
、
ど
ん
な
年
に
な
る
だ

ろ
う
か
。
爽
や
か
な
漢
字
の
ふ
さ
わ
し
い

年
に
な
っ
て
欲
し
い
と
念
願
す
る
。

虎
か
ら
飛
翔

　

新
し
い
年
が
明
け
た
。

　

今
年
、
天
台
宗
は
、
こ
れ
ま
で

拠
点
の
な
か
っ
た
沖
縄
県
に
、
新

し
い
法
灯
が
と
も
る
予
定
で
あ

る
。

　

開
宗
千
二
百
年
慶
讃
大
法
会

も
、
檀
信
徒
総
授
戒
を
掲
げ
二
年

目
に
入
る
。「
あ
な
た
の
中
の
仏

に
会
い
に
」
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー

ズ
に
全
国
で
授
戒
会
が
開
か
れ

る
。

　

だ
が
、
気
に
な
る
の
は
日
本

に
も
う
ひ
と
つ
元
気
が
な
い
こ
と

だ
。

ち
ゃ
ん
、
仕
事
が
ん
ば
っ
て
ネ
」。

　

こ
の
確
か
な
信
頼
と
愛
情
を
私

達
は
仏
性
と
呼
ぶ
。
か
つ
て
、
日

本
人
は
、
大
人
も
子
ど
も
も
互
い

に
こ
の
よ
う
な
気
持
ち
を
持
っ
て

い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
根
っ
こ
を

静
か
に
流
れ
る
の
は
仏
の
教
え
で

あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の

美
し
い
心
が
日
本
を
蘇
ら
せ
る
の

で
あ
る
。そ
う
私
た
ち
は
信
ず
る
。

　

こ
れ
は
、
も
う
亡
く
な
っ
た

老
人
が
七
歳
の
孫
に
残
し
た
手

紙
の
一
節
で
す
。

　

妻
に
先
立
た
れ
、
自
分
の
子

ど
も
と
は
心
を
通
わ
せ
る
こ
と

が
出
来
ず
、
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー

に
冒
さ
れ
て
、
人
生
の
終
わ
り

が
近
づ
い
た
老
人
が
書
い
た
手

紙
で
す
。

　

日
本
流
に
言
え
ば
遺
書
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ

う
が
、
こ
の
手
紙
に
は
自
分
が

歩
ん
で
き
た
人
生
や
、
自
分
の

真
実
の
姿
、
家
族
の
大
切
さ
を

知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
願

い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

老
人
は
、
自
分
の
こ
と
を

少
女
に
「
親
友
」
と
し
て
覚
え

て
い
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
願

い
を
も
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ

以
上
に
「
人
生
に
お
け
る
答
え

は
、
い
つ
も
目
に
見
え
る
わ
け

じ
ゃ
な
い
。
物
事
を
見
極
め
る

た
め
に
は
、
い
ろ
ん
な
方
法
が

あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
教
え
る

の
で
す
。

　
「
い
つ
も
最
善
を
尽
く
し
て

下
さ
い
。
一
日
の
終
わ
り
に
鏡

に
映
っ
た
自
分
を
見
て
、
今
日

は
精
い
っ
ぱ
い
の
こ
と
を
し
た

と
思
え
た
ら
、
そ
の
先
も
き
っ

と
満
足
の
い
く
人
生
を
歩
め
ま

す
」
と
い
う
言
葉
に
、
少
女
は

祖
父
の
人
生
を
知
り
、
ま
た
自

分
の
人
生
を
考
え
ま
す
。
そ
し

て
、
ま
た
私
達
も
。

　

悲
し
み
の
な
い
人
生
な
ど
あ
り
ま

せ
ん
。
と
き
に
は
う
ち
の
め
さ
れ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
神
様
は
ち
ゃ
ん

と
見
て
い
て
天
秤
が
悲
し
み
ば
か
り

に
傾
か
な
い
よ
う
に
、
喜
び
も
経
験

さ
せ
て
く
れ
る
。
喜
び
を
探
し
て
ご

ら
ん
。
喜
び
を
胸
に
刻
ん
で
、
で
き

る
こ
と
な
ら
、
自
分
で
喜
び
を
作
り

出
し
て
ご
ら
ん
。
そ
し
て
、
ど
ん
な

喜
び
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
を
い
つ
ま

で
も
大
切
に
抱
き
し
め
て
い
て
く
だ

さ
い
。

　
「
エ
ミ
リ
ー
へ
の
手
紙
」

              

キ
ャ
ム
ロ
ン
・
ラ
イ
ト
著

    

小
田
則
子
・
恒
志
訳

再
生
の
道
が
あ
る
。

　

第
十
回
静
岡
一
短
い
手
紙
（
静

岡
放
送
ラ
ジ
オ
）
で
、
小
学
校
三

年
生
の
金
井
み
ゆ
き
ち
ゃ
ん
は

「
大
好
き
な
と
お
ち
ゃ
ん
へ
」
で

次
の
よ
う
に
書
い
た
。

　
「
家
の
下
が
工
場
だ
か
ら
、
横

を
む
い
て
ね
る
と
、
き
か
い
の
音

が
す
る
ヨ
。
だ
か
ら
一
人
で
ね
て

い
て
も
こ
わ
く
な
い
ヨ
。
と
お

　

景
気
は
回
復
の
き
ざ
し
と
い
わ

れ
る
が
「
頑
張
れ
日
本
」
や
「
危

機
を
救
え
」
な
ど
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

は
、
や
は
り
こ
の
十
年
近
く
低
迷

す
る
我
が
国
の
現
状
を
反
映
し
て

い
る
。
金
融
危
機
、
少
子
化
、
年

金
不
安
な
ど
の
内
憂
に
加
え
て
、

テ
ロ
や
戦
争
、
自
衛
隊
海
外
派
遣

と
い
う
外
患
も
抱
え
る
。

　

そ
の
根
底
に
は
、
あ
ま
り
に
も

物
質
に
よ
る
幸
せ
幻
想
に
慣
ら
さ

れ
て
し
ま
っ
た
日
本
の
浅
ま
し
さ

が
あ
る
。

　

私
達
天
台
宗
が
総
力
を
挙
げ
て

推
進
し
て
い
る
総
授
戒
の
目
的
は

仏
性
の
開
発
で
あ
る
。
人
は
、
み

な
生
れ
な
が
ら
に
し
て
、
仏
の
心

を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
目
覚
め

る
こ
と
が
生
き
る
喜
び
で
あ
り
、

源
で
あ
る
。

　

他
を
怨
み
、常
に
不
満
を
抱
え
、

他
人
の
思
惑
を
気
に
し
て
右
往
左

往
し
て
い
る
現
状
を
「
あ
な
た
の

中
の
仏
」
に
出
会
う
こ
と
で
、
心

豊
か
で
幸
せ
な
人
生
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

伝
教
大
師
は
「
己
を
忘
れ
て
他

を
利
す
る
は
慈
悲
の
極
み
な
り
」

と
言
わ
れ
た
。
他
の
人
を
思
い
や

り
、
自
分
で
は
な
い
誰
か
の
幸
せ

の
た
め
に
努
力
す
る
こ
と
に
日
本

大
好
き
な
あ
な
た
へ

　かつて、日本は世界から「エコノミックアニマル」といわれるまで、
経済至上で突き進んだ。その経済が低迷すれば、心の拠り所さえなくし
てしまったように見える。
　モノ、カネという欲望の奴隷となるのではなく、自らの心の声に耳を
澄ませて生きてゆくことが必要だ。新年にあたり静かに、そして素直に、
自分の中にある仏と向き合いたい。

自らの声に耳を澄ませて
蘇れ！日本人の仏性
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仏
と
生
き
る
の
は
、
僧
侶
だ
け
と
は
限
ら
な
い
。
人
生
の
重
荷
を
背
負
っ
た

人
や
、
一
見
幸
せ
に
見
え
て
も
、
人
に
は
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
仏
と
生
き
て
い

る
人
は
多
い
。
あ
る
い
は
仏
か
ら
逃
げ
て
も
、逃
げ
て
も
逃
げ
切
れ
な
い
人
や
、

そ
れ
と
は
知
ら
ず
に
仏
の
手
の
中
で
生
き
て
い
る
人
も
い
る
。
新
し
い
シ
リ
ー

ズ
「
仏
と
生
き
る
」
で
訪
ね
る
の
は
、
天
台
宗
と
そ
の
周
辺
で
、
人
生
を
仏
に

託
し
て
生
き
る
人
々
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
語
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
人
の

み
が
語
る
こ
と
が
で
き
る
、
た
っ
た
ひ
と
つ
の
物
語
で
あ
る
。

　

寺
庭
婦
人
と
は
、
家
庭
婦
人
に
対
し
て
寺
の
婦
人
、
要
す
る
に

寺
の
奥
さ
ん
の
こ
と
で
あ
る
。
他
宗
で
は
、
坊
守
さ
ん
、
大
黒
さ

ん
、
裏
方
さ
ん
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。
ど
の
呼
び
方
に
も
、
住
職
を

支
え
て
陰
で
頑
張
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
、
実
態
は
最
高

実
力
者
の
場
合
が
多
い
。
そ
の
こ
と
は
、
家
庭
を
持
っ
て
い
る
男

性
諸
賢
な
ら
容
易
に
推
察
の
つ
く
所
で
あ
ろ
う
。

　

特
に
寺
で
は
、
法
儀
以
外
は
、
檀
家
・
信
者
の
相
談
、
接
待
、

交
際
と
い
う
基
幹
部
分
は
「
奥
さ
ん
」
や
「
若
奥
さ
ん
」
が
受
け

持
っ
て
い
る
。
寺
庭
婦
人
が
寺
に
果
た
す
役
割
は
絶
大
で
あ
る
。

　

一
寺
院
に
住
職
は
一
人
だ
が
、
寺
庭
婦
人
数
の
実
態
は
住
職

婦
人
は
も
ち
ろ
ん
、
前
住
職
婦
人
も
、
副
住
職
婦
人
も
含
む
の

で
住
職
数
を
し
の
ぐ
が
、
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
数
だ
け
み
れ
ば

千
七
百
二
十
九
人
。
各
教
区
の
寺
庭
婦
人
会
を
全
国
規
模
で
統
合

し
た
の
が
天
台
宗
寺
庭
婦
人
連
合
会
で
あ
り
、
そ
の
ト
ッ
プ
に
立

つ
の
が
会
長
・
大
沢
和
世
で
あ
る
。

と
は
、
寺
の
婦
人
に
な
り
き
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
私
の
頃
は
そ
う

で
し
た
」。

　

今
は
、
お
寺
に
来
た
ん
じ
ゃ
な

い
、
惚
れ
た
あ
な
た
の
所
に
来
た

ん
で
す
、
と
い
う
花
嫁
さ
ん
が
多

い
と
聞
い
た
。

　
「
い
え
ね
、
惚
れ
て
来
る
の
は

い
い
ん
で
す
け
れ
ど
、
続
か
な
い

と
ダ
メ
で
し
ょ
う
。
今
の
女
（
ひ

と
）
は
、
熱
し
や
す
く
冷
め
や
す

い
の
が
難
点
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」

と
手
厳
し
い
。

　

お
寺
の
婦
人
に
な
り
き
る
に

は
、
ど
れ
く
ら
い
の
時
間
が
必
要

な
の
で
し
ょ
う
か
、
と
聞
く
と
即

座
に「
十
年
」で
あ
っ
た
。一
方
で
、

在
家
か
ら
嫁
い
で
き
た
女
性
か
ら

は
「
ど
う
し
て
い
い
の
か
分
か
ら

な
い
。友
達
も
い
な
く
て
淋
し
い
」

と
い
う
悩
み
も
聞
か
れ
る
。

　
「
新
し
く
嫁
い
で
こ
ら
れ
た
方

に
は
、
す
ぐ
寺
庭
婦
人
会
に
入

ら
れ
る
よ
う
お
誘
い
し
ま
す
。

そ
う
す
れ
ば
友
達
も
出
来
る
し
、

仲
間
同
士
の
相
談
も
容
易
で
す
か

ら
」。

　

お
茶
、
お
花
、
書
道
、
着
物
の

着
付
け
、
裁
縫
な
ど
、
現
代
ギ
ャ

ル
に
は
相
当
に
高
い
ハ
ー
ド
ル
か

と
も
思
わ
れ
る
。

　
「
そ
れ
は
、
必
須
じ
ゃ
あ
り
ま

せ
ん
。
要
は
住
職
と
共
に
生
き
る

と
い
う
姿
勢
の
問
題
」
と
は
言
わ

れ
る
も
の
の
、
大
沢
自
身
は
、
こ

れ
ら
す
べ
て
に
精
通
し
て
い
る
。

　
「
私
達
の
時
代
は
ね
、一
通
り
、

裁
縫
や
料
理
で
一
人
で
も
生
き
て

い
け
る
ぐ
ら
い
に
仕
込
ま
れ
た
ん

で
す
。
で
す
か
ら
、
私
ぐ
ら
い
の

年
代
の
方
は
み
な
出
来
ま
す
よ
。

そ
れ
が
、
女
性
の
道
で
し
た
か

ら
」。

　

女
性
の
道
と
は
、
ま
た
古
語
を

聞
く
思
い
だ
が
、
寺
に
閉
じ
こ
も

っ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
民

生
委
員
も
二
十
四
年
務
め
、
若
い

時
か
ら
、
車
も
運
転
し
た
。
女
性

ド
ラ
イ
バ
ー
な
ど
、
全
国
で
も
珍

し
か
っ
た
時
代
を
考
え
れ
ば
、
古

風
な
だ
け
の
寺
の
奥
さ
ん
で
は
な

い
の
で
あ
る
。

　
「
以
前
は
、
群
馬
か
ら
実
家
の

長
野
ま
で
、
碓
氷
峠
を
越
え
て
飛

ば
し
た
も
ん
で
す
。
そ
れ
も
日
帰

り
で
」。
サ
ン
グ
ラ
ス
を
粋
に
か

け
て
と
い
う
目
撃
証
言
も
あ
る
の

だ
が
…
…
。

「
い
や
で
す
ね
ぇ
、
そ
れ
は
、

ち
ょ
っ
と
目
が
悪
い
か
ら
で
す

よ
」。

　

取
材
に
訪
れ
た
の
は
、
ち
ょ
う

ど
長
光
寺
の
成
道
会
行
事
の
翌
日

だ
っ
た
。
毎
年
、
成
道
会
に
作
る

と
い
う
「
銀
杏
お
こ
わ
」
を
ご
馳

走
に
な
っ
た
。
境
内
に
あ
る
銀
杏

の
木
か
ら
落
ち
る
銀
杏
を
剥
く
の

は
、
後
述
す
る
長
光
寺
仏
教
婦
人

会
の
役
割
で
あ
る
。
も
ち
米
十
五

キ
ロ
に
対
し
て
銀
杏
五
・
五
キ
ロ

を
入
れ
て
炊
き
あ
げ
る
。
薄
い
塩

味
に
黒
ゴ
マ
が
よ
く
効
い
て
、
銀

杏
の
甘
み
と
よ
く
マ
ッ
チ
し
た
禅

味
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
「
一
人
で

も
食
べ
て
い
け
る
よ
う
に
仕
込
ま

れ
た
」と
い
う
味
だ
と
納
得
し
た
。

い
わ
れ
る
。
も
し
も
そ
う
で
あ
る

な
ら
、
大
沢
は
「
あ
ん
な
に
楽
し

い
こ
と
な
か
っ
た
」
女
性
に
よ
る

信
仰
の
会
（
僧
伽
）
を
創
る
べ
く

生
き
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

昭
和
四
十
二
年
、
群
馬
教
区
に

寺
庭
婦
人
会
を
立
ち
上
げ
た
。
連

合
会
会
長
の
就
任
は
平
成
九
年
で

あ
る
。
現
在
は
、
全
日
本
仏
教
婦

人
連
盟
の
常
任
理
事
も
務
め
る
。

　

国
際
婦
人
年
で
あ
る
昭
和
五
十

年
に
は
、
長
光
寺
に
長
年
の
夢
で

あ
っ
た
仏
教
婦
人
会
を
創
設
し

た
。
四
百
人
の
会
員
が
集
ま
っ

た
。
一
月
の
修
正
会
か
ら
始
ま
る

年
中
仏
教
行
事
の
ほ
か
、
講
演
会

や
旅
行
を
主
催
す
る
。
同
会
事
務

局
長
の
笠
原
公
子
は
「
会
長
の
フ

ァ
ン
ク
ラ
ブ
で
す
」
と
笑
う
が
、

そ
の
笠
原
は
、
か
つ
て
十
五
歳
の

娘
を
亡
く
し
て
、
長
光
寺
に
縁
を

得
た
人
で
あ
る
。
ど
う
し
て
も
消

え
な
い
悲
し
み
を
常
に
抱
き
な
が

ら
、
仏
教
婦
人
会
に
参
加
し
、
大

沢
に
寄
り
添
う
よ
う
に
し
て
、
自

ら
を
励
ま
し
て
き
た
。
二
人
は
長

い
時
間
を
共
に
過
ご
し
な
が
ら
、

仏
教
婦
人
会
の
仕
事
を
こ
な
し
て

い
る
。
笠
原
も
ま
た
、
仏
と
生
き

る
人
だ
。

　

比
叡
山
に
花
摘
と
い
う
風
雅
な

名
前
の
峰
が
あ
り
、
花
摘
堂
の
跡

が
あ
る
。
昔
、
こ
こ
で
摘
ん
だ
花

を
延
暦
寺
の
堂
宇
に
供
え
た
の
が

名
の
由
来
だ
。
か
つ
て
比
叡
山
は

女
人
禁
制
だ
っ
た
。
厳
し
い
修
行

に
入
っ
た
最
澄
を
訪
ね
て
き
た
母

は
、
花
摘
堂
で
最
澄
と
会
っ
た
と

い
う
。
そ
の
故
事
に
ち
な
ん
で
、

女
人
禁
制
時
代
の
比
叡
山
は
、
旧

暦
四
月
八
日
の
み
女
性
が
こ
こ
ま

で
登
る
こ
と
を
許
し
た
と
い
う
。 

多
く
の
女
性
が
、
比
叡
山
で
修
行

す
る
息
子
や
、
か
つ
て
秘
か
に
思

い
を
寄
せ
た
男
性
を
、
こ
の
地
で

思
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

坂
本
の
本
坂
（
表
坂
）
か
ら
花

摘
堂
を
目
指
し
て
登
っ
て
み
た
。

三
十
分
登
り
、
息
が
切
れ
始
め
た

頃
に
花
摘
堂
跡
に
出
る
。

　

一
面
の
笹
に
囲
ま
れ
て
「
花
摘

堂
跡
」
の
石
碑
が
建
っ
て
い
た
。

昭
和
五
十
四
年
に
、
延
暦
寺
が
建

立
し
た
も
の
と
聞
い
て
い
る
。

　
「
寺
庭
婦
人
連
合
会
が
、
比
叡

山
で
行
う
報
恩
法
要
に
は
、
ど
こ

か
哀
切
な
も
の
が
漂
う
」
と
評
し

た
人
が
い
る
。
そ
れ
は
、
か
つ
て

女
性
た
ち
が
お
か
れ
た
立
場
と
無

縁
で
は
な
い
。
大
沢
も
挨
拶
で
は

「
最
澄
様
の
母
堂
を
思
う
と
き
、

比
叡
山
に
お
参
り
出
来
る
私
た
ち

は
幸
せ
だ
」
と
い
う
。
し
か
し
、

石
碑
の
ど
こ
に
も
建
立
者
の
名
前

は
刻
ま
れ
て
い
な
い
。　

　

大
沢
に
は
「
追
悼
」
と
い
う
一

冊
の
句
集
が
あ
る
。
兄
の
塩
入
良

道
国
分
寺
住
職
を
見
舞
い
つ
つ
一

カ
月
に
一
句
づ
つ
詠
ん
だ
も
の
を

ま
と
め
た
も
の
だ
。
実
兄
の
入

院
、
遷
化
か
ら
、
そ
の
後
の
自
身

の
心
境
ま
で
を
記
録
し
た
も
の
で

あ
る
。
自
筆
の
絵
が
添
え
ら
れ
た

句
集
は
、
華
や
か
な
哀
切
感
に
充

ち
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
一
冊
か

ら
は
、
句
と
書
と
絵
を
趣
味

に
す
る
大
沢
の
細
や
か
な

感
性
が
み
て
と
れ
る
の
で

あ
る
。

　

平
成
十
四
年
の
成
田
で

の
寺
庭
婦
人
連
合
会
総
会

で
詠
ま
れ
た
の
は
「
卒
寿
喜

寿
二
つ
花
束
母
の
日
に
」
だ

っ
た
。
卒
寿
は
福
田
芳
江
同

　

転
機
は
、
小
学
校
三
年
生
の
時

だ
っ
た
。

　
「
近
所
の
お
姉
さ
ん
た
ち
に
誘

わ
れ
て
、
泊
ま
り
が
け
で
合
宿

に
出
か
け
た
ん
で
す
。
ゲ
ー
ム

を
し
た
り
、
お
話
を
聞
い
た
り
、

あ
ん
な
に
楽
し
い
こ
と
な
か
っ
た

わ
」。

　

そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
団
体

　

出
身
は
、
信
濃
の
国
分
寺
。

長
野
県
上
田
市
の
塩
入
家
に
生
れ

た
。

　

群
馬
県
の
大
沢
亮
啓
長
光
寺

住
職
か
ら
、
結
婚
の
申
し
込
み
が

あ
っ
た
の
は
、
約
五
十
年
前
の
こ

と
で
あ
る
。

　

老
僧
と
檀
家
総
代
を
二
人
連
れ

て
来
た
と
い
う
か
ら
、
寺
を
あ
げ

て
の
プ
ロ
ポ
ー
ズ
だ
っ
た
。

　
「
父
も
、
世
話
人
総
代
の
心
意

気
に
感
激
し
、
そ
れ
な
ら
と
い
う

こ
と
で
し
た
し
、
私
も
、
こ
れ
は

ま
ぁ
、
大
事
に
し
て
い
た
だ
け
る

か
と
」。

　

し
か
し
、
嫁
い
だ
当
時
の
長
光

寺
の
境
内
に
は
、
長
屋
が
あ
っ
て

五
家
族
が
居
住
し
、
近
所
に
は
練

炭
屋
や
ア
ン
カ
の
工
場
も
あ
っ
た

時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
上
州
の
か

ら
っ
風
が
吹
く
中
、
寺
の
維
持
と

境
内
の
整
備
に
取
り
組
ん
だ
。

　

寒
行
に
は
夜
明
け
前
に
起
き
て

炭
を
お
こ
し
準
備
し
た
と
い
う
。

今
は
、
ス
イ
ッ
チ
ひ
と
つ
で
暖
房

は
O
K
だ
。
し
か
し
、
寒
行
中
は

起
床
は
毎
朝
四
時
だ
っ
た
。
夜
の

十
時
に
は
、
自
室
に
下
が
る
が
、

そ
れ
で
も
、
あ
れ
こ
れ
と
あ
る
寺

の
雑
務
を
す
ま
せ
る
と
、
寝
る
の

は
十
二
時
。
一
日
の
平
均
睡
眠
は

四
、五
時
間
で
あ
る
。
か
な
り
ハ

ー
ド
な
生
活
だ
。大
沢
の
生
活
は
、

寺
に
生
き
る
使
命
感
と
か
、
彼
女

の
根
性
と
か
種
々
解
説
は
で
き
よ

う
が
、
結
局
は
、
寺
の
生
活
が
好

き
で
な
け
れ
ば
出
来
な
い
暮
ら
し

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
「
私
は
、

そ
う
し
て
生
き
て
な
い
と
嫌
な
ん

で
す
よ
」
と
い
う
言
葉
に
は
っ
き

り
と
現
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
も
「
会
合
な
ど
で
汽
車

に
乗
る
と
、
乗
り
物
の
中
で
寝
る

の
が
楽
し
み
。
席
に
つ
く
と
、
す

ぐ
に
寝
て
し
ま
う
」。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な

立
派
な
姑
を
持
つ
お
嫁
さ
ん
は
大

変
で
は
な
い
の
か
？
そ
う
問
う

と
、
子
息
の
亮
湛
普
門
寺
住
職
は

「
い
や
ぁ
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い

ね
ぇ
。
ま
ぁ
、
そ
れ
な
り
に
嫁
・

姑
で
や
っ
て
ま
す
よ
」
と
笑
う
の

で
あ
る
。

　

で
は
、
寺
庭
婦
人
の
心
得
と

は
？  

　
「
寺
に
嫁
入
り
す
る
と
い
う
こ

が
主
催
し
た
「
少
女
の
集
い
」
の

よ
う
な
会
だ
っ
た
。
そ
の
あ
と
が

タ
ダ
で
は
済
ま
な
い
。

　
「
父
は
激
怒
し
ま
し
て
ね
、
母

と
一
緒
に
本
尊
様
に
お
詫
び
に
行

か
さ
れ
ま
し
た
」。

　

人
は
、
子
ど
も
の
頃
に
満
た
さ

れ
な
か
っ
た
思
い
を
満
た
す
た
め

に
、
そ
の
後
の
人
生
を
生
き
る
と

連
合
会
相
談
役
、
喜
寿
は
小
堀
節

子
同
顧
問
の
こ
と
で
あ
る
。
五
月

に
開
か
れ
た
総
会
で
、
二
人
の
功

労
者
に
花
束
が
渡
さ
れ
た
様
子
を

詠
ん
だ
も
の
だ
。

　
「
仏
を
信
じ
て
明
る
く
生
き
た

い
」
と
い
う
大
沢
だ
が
、
女
性
の

地
位
向
上
に
関
す
る
と
熱
が
入

る
。「
天
台
宗
の
宗
議
会
議
員
に

女
性
議
員
が
出
て
も
い
い
じ
ゃ
あ

り
ま
せ
ん
か
」。

　

そ
れ
で
は
、
と
私
は
聞
い
た
。

「
次
に
生
れ
る
な
ら
男
性
で
す

ね
」。

　
「
と
ん
で
も
な
い
」
と
い
う
の

が
大
沢
の
返
事
で
あ
る
。「
絶
対

女
性
で
す
よ
。
そ
れ
も
お
寺
に
生

ま
れ
、ま
た
お
寺
に
嫁
ぎ
た
い
」。

　

な
ら
、
ま
た
平
均
睡
眠
四
時
間

に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
で

も
、
や
は
り
お
寺
の
女
性
と
し

て
生
き
る
こ
と
が
い
い
の
だ
ろ
う

か
。
そ
う
思
い
つ
つ
、
彼
女
の
自

選
句
集
を
パ
ラ
パ
ラ
と
め
く
っ
て

い
る
と
、
次
の
よ
う
な
句
に
出
会

っ
た
。

　

享
保
雛
母
と
飾
り
し
日
の
遠
し

　
　
　
　
　
　
　
（
文
中
敬
称
略
） 

　

写
真
と
文
・
出
版
室
編
集
長

　
　
　
　
　
　

横　

山　

和　

人

「
次
に
生
ま
れ
て
も
、
絶
対
女
性
。
そ
し
て
寺
に
嫁
ぎ
た
い
」

と
語
る
大
沢
さ
ん
。
後
ろ
は
長
光
寺
本
堂

「追悼」より。
句、書、画とも大沢さん

比
叡
山
中
に
、
ひ
っ
そ
り

と
佇
む
花
摘
堂
跡
の
石
碑

※　

紙
面
の
都
合
に
よ
り
、
荒
了
寛
師
の
『
ハ
ワ
イ
開
教  

　
　

奮
戦
記
』
は
休
載
い
た
し
ま
す
。
ご
了
承
下
さ
い
。

厳
し
く
仕
込
ま
れ
た
〝
女
性
の
た
し
な
み
〟
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新
年
だ
か
ら
、
明
る
い
話
を
し

た
い
と
思
う
が
、
や
は
り
自
衛
隊

の
イ
ラ
ク
派
遣
の
こ
と
が
頭
か
ら

離
れ
な
い
の
で
、
そ
の
こ
と
を
書

き
た
い
。

　

自
衛
の
た
め
の
組
織
を
戦
闘
地

域
に
派
遣
す
る
こ
と
に
反
対
す
る

意
見
が
多
い
。

　

小
泉
首
相
は
「
日
本
は
『
完

全
に
安
全
に
な
っ
た
ら
出
か
け
ま

す
』
と
い
う
こ
と
で
国
際
責
任
が

果
た
せ
る
の
か
。
国
際
社
会
の
中

で
名
誉
あ
る
地
位
を
占
め
た
い
と

い
う
憲
法
前
文
の
精
神
と
合
致
す

る
の
か
」
と
述
べ
た
。

　

終
戦
以
来
、
日
本
が
直
面
し
た

初
め
て
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
有
力

な
マ
ス
コ
ミ
各
社
の
意
見
も
分
か

れ
て
い
る
。

　

ど
ち
ら
の
主
張
も
、
国
益
や
憲

法
違
反
と
い
う
政
治
的
言
語
を
全

面
に
出
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

私
は
、
ひ
と
り
の
仏
教
者
と
し

て
仏
教
の
立
場
か
ら
考
え
て
み
た

い
。

　

釈
尊
の
示
さ
れ
た
最
も
基
本
的

な
五
つ
の
戒
律
を
五
戒
と
い
う
。

そ
の
第
一
番
目
に
あ
る
の
は
「
殺

し
て
は
な
ら
な
い
」
で
あ
る
。

　

す
べ
て
の
生
け
と
し
生
け
る
も

の
に
慈
し
み
の
心
を
持
つ
こ
と
が

必
要
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

　

私
た
ち
天
台
宗
は
、
イ
ラ
ク
戦

争
そ
の
も
の
に
一
貫
し
て
反
対
し

て
き
た
。
そ
れ
は
「
大
義
の
な
い

戦
争
」
だ
か
ら
で
は
な
い
。
釈
尊

の
み
教
え
に
従
い
、
人
の
命
を

奪
い
、
環
境
を
破
壊
す
る
戦
争
そ

の
も
の
に
反
対
し
て
き
た
の
で
あ

る
。

　

従
っ
て
、
戦
争
の
継
続
し
て
い

る
地
域
へ
は
、
自
衛
隊
を
派
遣
す

べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。

　

イ
ラ
ク
全
域
が
戦
闘
地
域
で
あ

る
以
上
、
自
衛
隊
の
安
全
確
保
も

で
き
ず
、「
正
当
防
衛
」に
よ
る「
戦

闘
」が
予
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

テ
ロ
の
犠
牲
に
斃
れ
ら
れ
た
奥

克
彦
大
使
、
井
ノ
上
正
盛
一
等
書

記
官
の
ご
冥
福
を
心
よ
り
お
祈
り

す
る
。

殺
し
て
は
な
ら
な
い

　

東
京
芸
術
大
学
・
叡
山
学

院
名
誉
教
授
の
西
村
公
朝
師
が

十
二
月
二
日
に
八
十
八
歳
で
遷

化
さ
れ
た
。

　

仏
像
彫
刻
の
権
威
で
あ
り
、

天
台
宗
大
仏
師
法
印
の
称
号
を

持
ち
、
今
年
四
月
に
は
天
台
特

別
功
労
賞
を
受
賞
さ
れ
た
。
そ

の
時
の
記
念
講
演
で
は
、
仏
像

彫
刻
の
苦
し
さ
と
迷
い
に
つ
い

て
語
ら
れ
、
斯
界
の
第
一
人
者

で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
「
天
台
の

仏
の
形
と
は
何
か

と
考
え
続
け
て
い

る
」
と
、
な
お
精

進
を
続
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
参
加

者
に
印
象
づ
け
ら

れ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
天
台
宗
の
発
行
し
て

い
る「
開
運
招
福
カ
レ
ン
ダ
ー
」

に
は
、
毎
年
快
く
仏
画
を
寄
贈

頂
き
、
惜
し
み
な
い
ご
協
力
を

賜
っ
て
い
た
。

　

本
葬
儀
は
十
二
月
十
八
日
に

自
坊
の
愛
宕
念
仏
寺
で
し
め
や

か
に
執
り
行
わ
れ
た
。

　

謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈
り
申

し
上
げ
ま
す
。

　

天
台
宗
の
勧
学
院
長
で
あ
り
、

総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
長
を
つ
と
め

る
雲
井
昭
善
師
の
著
に
な
る
「
万

人
に
語
り
か
け
る
ブ
ッ
ダ
」
が
、

こ
の
ほ
ど
日
本
放
送
協
会
よ
り
Ｎ

H
K
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
一
冊
と
し

て
出
版
さ
れ
た
。

　

同
書
は
、
著
者
が
二
〇
〇
二
年

四
月
よ
り
二
〇
〇
三
年
三
月
ま
で

Ｎ
H
K
ラ
ジ
オ
第
二
放
送
「
宗
教

の
時
間
」「
原
始
仏
典
『
ス
ッ
タ

ニ
パ
ー
タ
』
を
よ
む
」
で
放
送
し

た
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
採
録
し
た
も

の
で
あ
る
。

　

雲
井
師
は
、
本
書
の
基
本
姿
勢

と
し
て
「
何
よ
り
も
ま
ず
仏
教
の

開
祖
釈
尊
＝
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ

が
自
ら
の
生
を
ど
の
よ
う
に
見
つ

め
、
不
可
避
の
死
を
ど
の
よ
う
に

み
す
え
た
か
と
い
う
生
死
観
を
浮

き
彫
り
に
す
る
こ
と
を
考
え
た
」

と
し
、
も
う
ひ
と
つ
「
仏
教
と
い

う
宗
教
が
現
代
に
ど
う
機
能
し
て

い
る
か
、
と
い
う
テ
ー
マ
へ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
い

る
。

　

世
界
各
地
域
に
お
け
る
闘
争
、

飢
餓
と
貧
困
、
環
境
汚
染
の
問
題

等
々
に
仏
教
は
ど
の
よ
う
に
応
え

て
い
る
の
か
、
そ
の
問
い
か
け
は

ご
く
普
通
の
人
間
の
営
み
に
お
け

る
苦
悩
と
密
接
に
関
わ
る
も
の
で

あ
り
、
釈
尊
の
示
唆
に
富
む
回
答

は
如
何
に
答
え
た
か
、
人
類
の
大

き
な
指
針
と
な
る
。

　

著
者
は
大
学
で
原
始
仏
教
を
専

攻
し
「
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
」
と
出

西
村
公
朝
師
を
偲
ん
で

会
っ
て
か
ら
、
六
十
有
余
年
と
い

う
泰
斗
で
あ
る
が
、
年
を
重
ね
る

ご
と
に
、
こ
の
聖
典
の
内
容
が
多

岐
に
わ
た
り
、
重
層
的
か
つ
凝
縮

し
た
思
想
で
縦
横
無
尽
に
飾
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
感
じ
と
っ
た
と
い

う
。

　

本
書
は
ま
た
雲
井
師
自
身
の
仏

教
観
、
人
生
観
を
大
き
く
反
映
し

て
お
り
、
現
代
人
必
読
の
一
冊
で

あ
る
。
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