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高
田
派
第
十
八
世
の
ご

法
主
で
あ
る
円
遵
上
人
は
、

一
七
四
八
（
延
享
五
）
年
三

月
十
八
日
に
お
生
ま
れ
に
な

り
、
一
八
一
九
（
文
政
二
）

年
十
月
二
十
二
日
に
七
十
四

歳
で
亡
く
な
っ
て
お
ら
れ
ま

す
。

　

第
十
七
世
円え
ん
ゆ
う猷

上
人
の
ご

子
息
で
あ
っ
た
円
え
ん
ち
ょ
う超
上
人

が
二
十
二
歳
で
亡
く
な
ら

れ
、
第
十
七
世
も
そ
の
二
年

後
に
亡
く
な
ら
れ
ま
す
。
そ

の
年
、
有あ
り
す
が
わ
の
み
や

栖
川
宮
か
ら
円
遵

上
人
が
六
歳
で
ご
本
山
に
入

ら
れ
ま
し
た
。
幼
い
円
遵
上

人
を
第
十
七
世
の
ご
内
室
で

あ
ら
れ
た
紫し
う
ん
こ
う
い
ん

雲
光
院
様
が

お
育
て
に
な
ら
れ
た
わ
け
で

あ
り
ま
す
が
、
紫
雲
光
院
様

に
と
っ
て
は
、
最
愛
の
人
を

次
々
と
失
う
と
い
う
悲
し
み

の
中
で
、
次
代
を
担
う
第

十
八
世
の
養
育
に
励
ま
れ
た

の
で
あ
り
ま
し
た
。

　
『
現
代
学
生
百
人
一
首
』

（
東
洋
大
学
主
催
）
に
「
一

歩
ず
つ
大
人
に
な
っ
て
い
く

た
び
に
母
の
涙
に
気
付
い
て

し
ま
う
」
と
い
う
高
校
一
年

生
の
歌
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、
若
き
頃
の
円
遵
上

人
を
知
る
に
つ
け
て
、
円
遵

上
人
も
紫
雲
光
院
様
の
悲
し

み
の
涙
、
喜
び
の
涙
に
思
い

を
馳
せ
な
が
ら
ご
成
長
さ
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
ず

に
お
れ
ま
せ
ん
。

　

円
遵
上
人
は
、
十
一
歳
で

得
度
さ
れ
、
ご
本
山
の
ご
住

職
と
な
ら
れ
ま
し
た
。
十
四

歳
の
と
き
、
ご
本
山
で
は
親

鸞
聖
人
五
百
年
忌
大
法
会
が

盛
大
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
第
十
八
世
と
し
て
の
使

命
感
、
責
任
感
も
養
わ
れ
た

こ
と
で
し
ょ
う
。
史
料
に
よ

り
ま
す
と
、
学
ぶ
意
欲
が
旺

盛
で
、
仏
教
の
勉
強
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
様
々
な
分
野

に
わ
た
っ
て
精
力
的
に
学
ば

れ
た
そ
う
で
す
。
十
八
歳
で

『
高
田
泝そ
げ
ん源

論
』『
高
田
三さ
ん
そ祖

伝
』
を
著
わ
さ
れ
、
十
九

歳
の
と
き
「
慚ざ
ん
き
の
ご
し
ょ

愧
御
書
」

（「
断だ
ん
に
く
の
ご
し
ょ

肉
御
書
」）
を
各
寺
院

に
出
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
『
高
田
泝
源
論
』
の
「
泝

源
」
と
は
、
親
鸞
聖
人
の
お

心
に
立
ち
帰
る
こ
と
で
あ

り
、『
高
田
三
祖
伝
』
は
、

親
鸞
聖
人
、
高
田
派
第
二

世
・
真
仏
上
人
、
高
田
派
第

三
世
・
顕
智
上
人
の
御
高
徳

を
讃
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り

ま
す
。
ま
た
、「
慚
愧
御
書
」

十
月
二
十
四
日
、
第
六
十
三
回
檀
信
徒
研
修
会
が
開
催
さ

れ
、
高
田
派
第
十
八
世
円
遵
上
人
に
つ
い
て
松
山
智
道
先

生
を
お
迎
え
し
て
研
鑽
を
深
め
ま
し
た
。
読
者
の
中
に
は

高
田
学
苑
に
ご
縁
の
あ
る
か
た
も
多
く
お
ら
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
上
人
は
学
苑
の
前
身
で
あ
る
勧

学
堂
を
創
立
さ
れ
た
方
で
す
。
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（「
断
肉
御
書
」）
に
は
、「
心

得
違
い
の
輩
も
あ
っ
て
、

放ほ
う
い
つ逸

を
な
す
者
も
あ
り
、
又

逆
に
持じ
か
い
し
ょ
う
じ
ょ
う

戒
清
浄
に
て
、
三さ
ん
ご
う業

の
過
失
を
慎
む
に
非
ん
ば
浄

土
往
生
が
出
来
な
い
と
思
う

類
も
あ
り
、
こ
れ
も
本
願
の

深
意
を
知
ら
ざ
る
一
類
で
あ

る
」
と
述
べ
ら
れ
、
ご
自
身

に
お
い
て
は
食じ
き
に
く肉
を
断
っ
て

お
ら
れ
る
理
由
が
明
か
さ

れ
て
い
ま
す
。「
慚ざ
ん
き愧
」
と

は
、
過
ち
を
反
省
し
て
、
心

に
深
く
恥
じ
る
こ
と
で
あ
り

ま
す
。
阿
弥
陀
さ
ま
が
罪
深

い
者
を
必
ず
救
う
と
誓
わ
れ

て
い
て
も
、
何
を
し
て
も
か

ま
わ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
円
遵
上
人
の

「
慚
愧
御
書
」
を
拝
読
し
ま

す
と
、
親
鸞
聖
人
の
「
薬
あ

り
毒
を
好
め
と
候
う
ら
ん
こ

と
は
、
あ
る
べ
く
も
候
わ
ず

と
ぞ
お
ぼ
え
候
う
」
の
お
言

葉
が
思
い
起
こ
さ
れ
ま
す
。

こ
の
お
言
葉
は
、
阿
弥
陀
さ

ま
の
お
救
い
を
心
得
違
い
す

る
方
々
へ
の
親
鸞
聖
人
の
悲

し
み
で
も
あ
り
ま
す
。
仏
教

に
は
「
不ふ
せ
っ
し
ょ
う
か
い

殺
生
戒
」（
い
の

ち
の
大
切
さ
）
が
説
か
れ
て

い
ま
す
が
、
私
た
ち
は
殺
生

を
せ
ず
に
は
生
き
て
い
け
ま

せ
ん
。
何
も
食
べ
ず
に
生
き

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
殺
生
し
て
も
か
ま
わ

な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
円
遵
上
人
ご
自
身
が
食

肉
を
断
た
れ
た
こ
と
に
つ
い

て
は
、「
あ
え
て
賢げ
ん
ぜ
ん
し
ょ
う
じ
ん

善
精
進

の
相
を
現
ず
る
に
非
ず
、
慚

愧
の
心
を
以
て
念
仏
し
」
と

仰
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
つ
ま

り
、
食
肉
を
断
た
れ
た
の

は
、
殺
生
の
罪
を
犯
さ
ず
に

正
し
く
生
き
て
い
る
と
い
う

姿
を
示
し
て
お
ら
れ
る
の
で

は
な
く
、
い
の
ち
を
い
た
だ

い
て
い
る
こ
と
に
慚
愧
の
心

を
失
わ
な
い
た
め
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
そ
の
慚
愧
の
心
に

お
い
て
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
救

い
を
噛
み
し
め
味
わ
っ
て
お

ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
芯
が
通
っ
た
生

き
様
の
背
景
に
は
、
紫
雲
光

院
様
の
養
育
が
あ
っ
た
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
は
あ

り
ま
す
が
、
親
鸞
聖
人
の
お

言
葉
を
真
摯
に
学
ば
れ
、
そ

の
聖
人
の
悲
喜
の
涙
を
知
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
育は
ぐ
く
ま
れ

た
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　

そ
の
後
、
円
遵
上
人
は

四
十
九
歳
で
「
改が
い
け
も
ん

悔
文
」
を

著
さ
れ
、
現
在
も
こ
の
お
言

葉
を
読ど
き
ょ
う経
後
に
拝
読
さ
れ
る

ご
家
庭
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
そ
の
二
年
後
に
は
各
寺

院
に
「
繙

ひ
も
と
き
の
ご
し
ょ

御
書
」
を
出
さ
れ
、

現
在
も
元
旦
に
拝
読
さ
れ
る

お
寺
が
多
い
よ
う
で
す
。
親

鸞
聖
人
の
御
教
え
を
学
ぶ
た

め
の
「
勧か
ん
が
く
ど
う

学
堂
」（
現
在
の

高
田
学
苑
の
前
身
）
も
建
立

さ
れ
ま
し
た
。
円
遵
上
人
の

お
導
き
は
今
も
な
お
続
い
て

い
ま
す
。

（
隨
願
寺
住
職
）

上
　
・
午
前
、
講
演
を
さ
れ
る
松
山
智
道
先
生

表
紙
・
午
後
、
法
話
を
さ
れ
る
佐
藤
弘
道
先
生

円
内
・
分
散
会
各
会
場
の
風
景
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京
都
東
山
に
位
置
す
る
青

蓮
院
は
観
光
で
訪
れ
る
方
も

多
い
か
と
思
い
ま
す
。
季
節

に
よ
っ
て
は
夜
間
拝
観
も
行

わ
れ
、
昼
間
と
は
ま
た
違
っ

た
風
情
を
み
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　

親
鸞
聖
人
得と
く
ど度

の
間
が
あ

る
宸し
ん
で
ん殿
や
お
庭
を
訪
れ
る
の

で
す
が
、
手
前
に
あ
る
植
髪

堂
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
方

も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
私
も
今
回
の
訪
問
で

は
じ
め
て
訪
れ
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。

　

堂
内
に
は
親
鸞
聖
人
の
一

代
記
が
絵
巻
物
よ
う
に
並
べ

第
二
回
　
青

し
ょ
う
れ
ん
い
ん
も
ん
ぜ
き

蓮
院
門
跡

ご
奉
仕
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。（
敬
称
略
・
奉
仕
順
）

九
月　

心
覚
寺
・
正
運
寺
・
西
光
寺
・
摂
取
院

十
月　

随
願
寺
・
壽
福
院
・
良
珠
院
・
常
超
院
・
本
照
寺
・
正
念
寺
・

眞
昌
寺
・
正
覚
寺
・
一
身
田
第
３
一
寿
会
・
一
身
田
第
１
一
寿
会

十
一
月　

三
重
長
寿
北
部
・
日
赤
滋
賀
・
慈
教
寺
・
光
善
寺
・
正

楽
寺
・
要
泉
寺

清
掃
奉
仕
日
程

九
時　

御
対
面
所
に
て
参
詣

　
　
　

担
当
者
挨
拶
・
案
内

九
時
半
清
掃

　
　
　

終
了
時
に
お
礼
挨
拶

十
一
時
茶
所
に
移
動
・
見
学

十
二
時
お
非
時
（
お
食
事
）

ら
れ
て
お
り
、
親
し
み
を
お

ぼ
え
ま
す
。
聖
人
得
度
の
際

の
髪
を
植
え
た
木
像
や
そ
の

髪
を
埋
め
た
と
さ
れ
る
石
碑

が
あ
り
、
あ
ら
た
め
て
聖
人

ご
縁
の
お
寺
な
の
だ
と
感
慨

に
ふ
け
る
の
で
し
た
。

　

青
蓮
院
門
跡
に
は
京
都
市

地
下
鉄
東
山
駅
か
ら
徒
歩
八

分
で
す
。

（
山
川
蓮
生
）

親
鸞
聖
人
の
み
も
と
で
汗
を
流
し

ま
せ
ん
か
。
ひ
と
り
ひ
と
り
の
力

が
合
わ
さ
り
本
山
が
護
持
さ
れ
て

い
ま
す
。
お
寺
さ
ま
だ
け
は
な
く

一
般
の
団
体
の
方
に
も
ご
来
山
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
お
申
し
込

み
、
お
問
い
合
わ
せ
は
宗
務
院
庶

務
部
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

汗
を
流
し
て
清
掃
奉
仕
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本
山
の
清
掃
奉
仕
だ
け
で
は

な
く
、
寺
内
町
の
清
掃
活
動

が
十
月
二
十
九
日
に
あ
り
本

山
境
内
を
含
む
環
濠
な
ど
も

掃
除
を
し
て
い
ま
す
。
大
人

だ
け
で
な
く
中
学
生
も
一
生

懸
命
に
し
て
い
ま
し
た
。

九
月
二
十
一
日　

雨
の
合
間

を
縫
っ
て
仏
教
保
育
合
同
参

拝
で
こ
ど
も
た
ち
が
色
と
り

ど
り
の
風
船
を
空
に
放
し
ま

し
た
。
今
年
は
ど
こ
ま
で
飛

ん
で
い
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

九
月
十
九
日
〜
二
十
五
日　

讃
佛
会
が
例
年
通
り
つ
と
ま

り
ま
し
た
。
中
日
に
は
、
法

主
殿
直
々
に
お
言
葉
を
頂
戴

し
ま
し
た
。

十
月
十
七
日　

お
寺
の
坊
守

さ
ん
た
ち
が
研
修
で
岡
崎
の

寺
々
を
訪
れ
ま
し
た
。

十
一
月
三
日
・
四
日　

納
骨

堂
法
会
が
つ
と
ま
り
、
お
七

夜
に
次
ぐ
賑
わ
い
を
み
せ
ま

す
が
、
四
日
は
平
日
に
な
っ

た
た
め
比
較
的
の
ん
び
り
と

お
参
り
で
き
ま
し
た
。

十
一
月
七
日　

高
田
短
期
大

学
仏
教
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー

公
開
講
座
が
宗
務
院
で
行
わ

れ
ま
し
た
。

十
一
月
十
八
日　

紅
葉
堂
法

会
が
あ
り
ま
し
た
。
普
段
、

参
詣
す
る
こ
と
の
出
来
な
い

こ
の
阿
弥
陀
さ
ま
に
参
詣
す

る
唯
一
の
機
会
で
す
。
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「
苦
行
の
果
て
に
」
釈
尊
シ
リ
ー
ズ
⑤

ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ

（
釈し

ゃ
く
そ
ん尊
）
は
出し
ゅ
っ
け家
さ
れ
た
後
、

六
年
と
も
七
年
と
も
い
わ
れ

る
過か
こ
く酷

な
苦
行
に
入
ら
れ
ま

し
た
。
そ
の
当
時
、
苦
行
は

精
神
の
浄じ
ょ
う
か化
を
は
か
り
偉
大

な
力
を
生
じ
さ
せ
る
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
し
た
。
釈
尊
は

岩が
ん
く
つ窟

や
森
林
で
苦
行
に
は
げ

ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
す
さ
ま

じ
さ
を
仏
ぶ
っ
き
ょ
う
き
ょ
う
て
ん

教
経
典
は
「
釈
尊

は
一
日
に
一ひ
と
つ
ぶ粒
の
ゴ
マ
や
米

を
摂と

る
か
、
あ
る
い
は
ま
っ

た
く
食し
ょ
く
も
つ物
を
摂
ら
な
か
っ

た
。
ま
た
、
長
時
間
呼こ
き
ゅ
う吸

を

止
め
る
修
行
を
行
っ
た
た

め
、
意
識
を
失
っ
て
倒
れ
た

こ
と
も
あ
っ
た
」
と
伝
え
て

い
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
苦
行
を

成
し
遂
げ
ら
れ
た
釈
尊
は
、

目
は
落
ち
窪く
ぼ

み
、
骨こ
っ
か
く格

も
あ

ら
わ
に
、
血
管
の
浮
き
出
た

姿
と
な
ら
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
老
い
の
苦
し

み
、
病や
ま
い

の
苦
し
み
、
死
の
苦

し
み
、
翻
ひ
る
が
え

っ
て
生せ
い

の
苦
し

み
に
対
し
て
、
体
を
痛
め
つ

け
た
り
勝
手
な
心
の
持
ち
よ

う
で
は
根こ
ん
ぽ
ん
て
き

本
的
な
解
決
に
至

ら
な
い
。
そ
う
気
づ
か
れ
た

釈
尊
は
苦
行
を
捨
て
ら
れ
ま

し
た
。

　

苦く
ぎ
ょ
う
り
ん

行
林
を
出
て
、
や
せ

細
っ
た
体
を＊

尼に
れ
ん
ぜ
ん
が

蓮
禅
河
と
い

う
河
の
水
で
清
め
ら
れ
た
釈

尊
に
、
た
ま
た
ま
通
り
が

か
っ
た
近
く
の
村
の
一
人
の

少
女
ス
ジ
ャ
ー
タ
が
牛
乳
で

炊
い
た
お
か
ゆ
を
さ
さ
げ
ま

し
た
。

　

人
間
も
含
め
、
哺ほ
に
ゅ
う
る
い

乳
類

は
母ぼ
に
ゅ
う乳

で
育
ち
ま
す
。
施
ほ
ど
こ

さ
れ
た
乳ち
ち

が
ゆ
は
生
命
の

源み
な
も
とを
象
し
ょ
う
ち
ょ
う
徴
し
て
い
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
乳
が
ゆ
か

ら
は
、
乳ち
ち

を
出
す
牛
の
い
の

ち
、
牛
が
食
べ
る
草
の
い
の

ち
、
草
が
生
え
る
大
地
の
い

の
ち
・
・
・
、
こ
の
世
の
い

の
ち
の
連れ
ん
か
ん環
、
ひ
い
て
は
、

す
べ
て
は
縁
に
よ
っ
て
成
り

立
っ
て
い
る
こ
と
が
想そ
う
き起
さ

れ
て
き
ま
す
。

　

ま
た
、
ス
ジ
ャ
ー
タ
は
一い
っ

国こ
く

の
王
様
で
も
苦
行
に
優す
ぐ

れ

た
指
導
者
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
た
だ
の
一
人
の
少
女
で

す
。
そ
の
名
も
な
き
一
人
の

少
女
の
施
し
か
ら
、
釈
尊
は

真
理
に
目
覚
め
る
道み
ち
す
じ筋

を
感か
ん

得と
く

さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
釈

尊
の
そ
の
姿
は
も
う
、
快
楽

の
か
ぎ
り
を
つ
く
せ
た
一
国

の
太た
い
し子
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
し
、
そ
の
逆
に
快
楽
を

徹て
っ
て
い
て
き

底
的
に
排は
い
じ
ょ除

し
た
苦
行
者

で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

ス
ジ
ャ
ー
タ
の
乳
が
ゆ
に

よ
っ
て
精せ
い
き気
が
み
な
ぎ
っ
た

釈
尊
は
一
本
の
菩ぼ
だ
い
じ
ゅ

提
樹
の
下

で
深
い
瞑め
い
そ
う想
に
入
ら
れ
ま
し

た
。
瞑
想
に
ふ
け
ら
れ
る
釈

尊
を
、
経
典
は
「
釈
尊
は
菩

提
樹
の
下
で
東
を
向
い
て
座

り
、
金こ
ん
ご
う剛
の
ご
と
く
固
い
心

を
も
っ
て
、
た
と
え
皮ひ

ふ膚
や

肉
や
血
が
渇か
わ

き
き
っ
た
と
し

て
も
、
死
に
至
る
と
も
、
さ

と
り
を
開
く
ま
で
は
こ
の
坐ざ

を
立
た
な
い
と
の
決
意
を

も
っ
て
座
っ
て
い
た
」
と
伝

え
て
い
ま
す
。

　
　
　
　

教
学
院
第
三
部
会

＊
こ
の
河
の
名
は
「
清
ら
か
な
流
れ
」
を
意
味
す
る
。
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 い の ち

生桑　崇等

来照寺衆徒

　

私
た
ち
に
は
必
ず
両
親
が
い
ま
す
。

ど
ち
ら
か
が
こ
の
世
に
い
な
か
っ
た
ら

自
分
は
こ
の
世
に
い
ま
せ
ん
。
そ
し

て
、
そ
の
両
親
に
も
そ
れ
ぞ
れ
両
親
が

い
ま
す
。
そ
の
ま
ま
ず
っ
と
さ
か
の

ぼ
っ
て
い
く
と
し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
だ

れ
で
も
親
は
二
人
い
る
は
ず
で
す
か
ら

ど
ん
ど
ん
親
の
人
数
は
倍
に
な
っ
て
い

き
ま
す
。
仮
に
二
十
代
さ
か
の
ぼ
る
こ

と
に
し
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
二
十
代

前
の
親
は
百
万
人
を
超
し
ま
す
。
正
確

に
言
う
と
一
〇
四
八
五
七
六
人
で
す
。

そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
親
を
す
べ
て
足

す
と
二
〇
九
七
一
五
〇
人
に
な
り
ま

す
。
二
十
代
前
か
ら
数
え
る
と
私
た
ち

に
は
二
百
万
人
以
上
の
親
が
つ
な
が
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
し
そ
の

二
百
万
人
以
上
い
る
親
が
一
人
で
も
こ

の
世
に
い
な
か
っ
た
ら
、
自
分
は
こ
こ

に
は
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
誰
に
で
も
言

え
る
こ
と
で
す
。
今
は
仮
に
二
十
代

前
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
ま
し
た
け
ど
も
、

も
っ
と
さ
か
の
ぼ
る
と
数
え
き
れ
な
い

く
ら
い
の
「
い
の
ち
」
が
つ
な
が
っ
て

今
の
私
が
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　

ま
た
親
は
子
ど
も
に
対
し
て
必
ず
何

ら
か
の
願
い
を
込
め
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
元
気
に
育
っ
て
ほ
し
い
、
幸
せ
に

な
っ
て
ほ
し
い
。
二
十
代
前
か
ら
見
る

と
二
百
万
以
上
の
願
い
が
つ
な
が
り

あ
っ
て
今
の
自
分
が
い
ま
す
。

　

相
田
み
つ
を
さ
ん
は
こ
れ
を
「
い
の

ち
の
バ
ト
ン
」
と
表
現
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
相
田
み
つ
を
さ
ん
の
詩
に
こ
の

よ
う
な
詩
が
あ
り
ま
す
。

　
　

過
去
無
量
の

　
　

い
の
ち
の
バ
ト
ン
を

　
　

受
け
つ
い
で

　
　

い
ま
、
こ
こ
に

　
　

自
分
の
番
を
生
き
て
い
る

　
　

そ
れ
が
あ
な
た
の
い
の
ち
で
す

　
　

そ
れ
が
わ
た
し
の
い
の
ち
で
す

と
い
う
詩
が
あ
り
ま
す
。

　

今
ま
で
た
く
さ
ん
の
い
の
ち
の
バ
ト

ン
を
受
け
継
い
で
今
こ
こ
に
自
分
の
番

を
い
き
て
い
る　

そ
れ
が
あ
な
た
の
い

の
ち
で
す　

そ
れ
が
わ
た
し
の
い
の
ち

で
す
。

　

普
段
生
活
し
て
い
る
と
な
か
な
か
考

え
な
い
こ
と
で
す
け
ど
も
、
自
分
の
い

の
ち
は
、
た
く
さ
ん
の
人
の
命
を
受
け

つ
い
で
き
た
バ
ト
ン
の
よ
う
な
も
の
だ

と
思
い
ま
す
。
二
つ
と
な
い
た
っ
た
ひ

と
つ
の
も
の
で
す
。
私
も
含
め
ま
し
て

み
な
さ
ん
が
生
ま
れ
て
く
る
ま
で
何
万

人
も
の
い
の
ち
の
バ
ト
ン
・
願
い
が
渡

さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の

お
か
げ
で
自
分
が
い
ま
す
。

　

そ
し
て
そ
の
い
の
ち
の
バ
ト
ン
は
誰

で
も
持
っ
て
い
ま
す
。
決
し
て
自
分
あ

り
き
の
い
の
ち
で
は
な
い
と
い
う
意
識

を
持
っ
て
生
き
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ

と
思
い
ま
す
。
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三
重
県
津
市
一
身
田
町

　
　
　
　
　
　

２
８
１
９

　
　

真
宗
高
田
派
本
山
専
修
寺

寺
院
名

●
行
事
案
内

十
二
月
八
日
〜
十
日

　

中
興
上
人
御
正
当

十
二
月
三
十
一
日

　

除
夜
の
鐘

一
月
一
日
〜
三
日

　

修
正
会

一
月
九
日
〜
十
六
日

　

報
恩
講
（
お
七
夜
）

三
月
十
五
日

　

涅
槃
会

三
月
十
七
日
〜
二
十
三
日

　

讃
佛
会

三
月
二
十
五
日
〜
四
月
九
日

　

写
生
大
会

三
月
二
十
七
日
〜
二
十
九
日

　

中
学
生
教
化
合
宿

今
年
も
護
持
会
が
中
心
と
な

り
、
除
夜
の
鐘
を
つ
き
ま
す
。

百
八
と
い
う
数
の
制
限
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
時
間
制
限
が
あ
り

ま
す
の
で
お
早
め
に
お
越
し
く

だ
さ
い


