
昔
な
が
ら
の
生
活
を
体
験
す
る
の
は
大
変
で
す
が
、

そ
こ
に
お
念
仏
が
あ
っ
た
こ
と
に
気
が
つ
き
今
に
活

か
す
の
は
そ
ん
な
に
難
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん

第１６回歴史まるごと体験塾
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ご
存
知
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
高
田
本
山
の
宗
務
総
長

は
選
挙
で
選
ば
れ
ま
す
。
七

月
五
日
に
総
長
選
挙
が
あ

り
、
宗
務
総
長
が
新
た
に
選

ば
れ
ま
し
た
。

　

増
田
修
誠
新
宗
務
総
長

は
北
海
道
の
出
身
で
す
が
、

地
元
で
あ
る
上
富
良
野
町
が

津
市
と
友
好
都
市
提
携
を
し

て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
本
山

の
あ
る
三
重
と
の
ご
縁
も
深

い
人
物
で
す
。

　

総
務
に
は
藤
谷
知
良
氏
、

真
置
和
徳
氏
を
迎
え
今
後
の

本
山
の
舵
取
り
が
期
待
さ
れ

て
い
ま
す
。

●
行
事
案
内

九
月
二
十
日
〜
二
十
六
日

　
讃
佛
会

九
月
二
十
一
日

　
佛
教
保
育
本
山
合
同
参
拝

十
月
一
日
〜
三
日

　
資
堂
講
法
会

十
月
十
六
日
〜
十
七
日

　
坊
守
婦
人
会
合
同
研
修
会

十
月
十
八
日

　
法
話
発
表
会

十
月
二
十
五
日

　
第
67
回
檀
信
徒
研
修
会

十
月
三
十
一
日

　
教
学
院
研
究
発
表
大
会

十
一
月
三
日
〜
四
日

　
納
骨
堂
法
会

十
一
月
五
日
〜
十
日

　
秋
法
会

写
真
右
よ
り

真
置
和
徳
総
務
（
教
学
）

　
松
阪
市
法
性
寺
住
職

増
田
修
誠
宗
務
総
長

　
北
海
道
専
誠
寺
住
職

藤
谷
知
良
総
務
（
庶
務
）

　
鈴
鹿
市
信
福
寺
住
職

写
真
右
よ
り

真
置
和
徳
総
務
（
教
学
）

　
松
阪
市
法
性
寺
住
職

増
田
修
誠
宗
務
総
長

　
北
海
道
専
誠
寺
住
職

藤
谷
知
良
総
務
（
庶
務
）

　
鈴
鹿
市
信
福
寺
住
職
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六
月
三
日　

第
54
回
婦
人
連
合
大
会

　

今
年
も
盛
大
に
婦
人
連
合
大
会
が

ひ
ら
か
れ
大
谷
派
託
縁
寺
の
原
田
浩

憲
さ
ん
に
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
女
子
祖
師
寿
の
表
彰
も
お

こ
な
わ
れ
今
年
は
四
百
二
十
一
名
の

方
々
の
九
十
歳
を
お
祝
い
い
た
し
ま

し
た
。（
写
真
右
）

　
七
月
二
十
二
日　
　
　
　

ハ
ス
の
日

　

国
宝
指
定
記
念
と
し
て
開
催
さ
れ

た
ハ
ス
の
日
イ
ベ
ン
ト
、
境
内
で
の

竹
灯
籠
や
マ
ル
シ
ェ
、
そ
し
て
御
影

堂
で
は
東
儀
秀
樹
演
奏
会
が
お
こ
な

わ
れ
ま
し
た
。
演
奏
会
に
は
定
員
を

超
え
る
応
募
が
あ
り
、
抽
選
に
も
れ

た
方
の
中
に
は
雰
囲
気
だ
け
で
も
と

い
う
こ
と
で
、
竹
灯
籠
ご
し
に
境
内

で
聴
か
れ
て
い
る
方
も
あ
り
大
変
な

賑
わ
い
と
な
り
ま
し
た
。（
写
真
上
）

七
月
三
十
日
・
三
十
一
日

　
　
　
　
　

歴
史
ま
る
ご
と
体
験
塾

　

高
田
本
山
を
主
会
場
に
第
十
六
回

を
む
か
え
る
歴
史
ま
る
ご
と
体
験
塾

が
小
学
校
五
・
六
年
生
を
対
象
に
開

催
さ
れ
ま
し
た
。
昔
の
暮
ら
し
を
体

験
す
る
と
い
う
こ
と
で
エ
ア
コ
ン
の

な
い
食
堂
で
の
宿
泊
体
験
は
例
年
に

な
い
酷
暑
の
た
め
エ
ア
コ
ン
の
あ
る

部
屋
で
の
宿
泊
に
変
更
さ
れ
ま
し
た

が
、
朝
の
お
参
り
や
寺
内
町
散
策
な

ど
は
、
暑
い
中
元
気
に
活
動
し
て
い

ま
し
た
。（
写
真
左
）
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ご
奉
仕
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。（
敬
称
略
・
奉
仕
日
順
）

六
月　

ふ
れ
あ
い
長
寿
会
・

随
宏
寺
・
誓
教
寺
・
妙
教
寺
・

啓
運
寺

七
月　

法
林
寺
・
久
善
寺
・

法
流
寺
・
願
正
寺
・
實
相
寺
・

長
久
寺
・
真
楽
寺
・
西
源
寺
・

豊
久
寺　

八
月　

酷
暑
の
為
休
み
で
す

　

本
山
の
ご
奉
仕
で
汗
を
流

し
ま
せ
ん
か
。
ひ
と
り
ひ
と

り
の
力
が
合
わ
さ
り
山
内
が

護
持
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
檀

家
さ
ま
・
お
同
行
さ
ま
だ
け

で
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

七
月
三
十
一
日

　
　
　

布
教
伝
道
研
修
講
座

　

一
楽
真
先
生
を
迎
え
て
教

学
院
が
開
催
す
る
講
座
で

す
。
僧
侶
向
け
の
講
座
で
は

あ
り
ま
す
が
、
聴
講
は
ど
な

た
で
も
で
き
、
お
話
を
聴
か

せ
て
い
た
だ
く
良
い
ご
縁
に

な
っ
て
い
ま
す
。（
写
真
下
）

八
月
一
日
〜
五
日

　
　

第
92
回
仏
教
文
化
講
座

　

は
や
九
十
二
回
を
数
え
る

夏
の
講
座
で
す
。
多
彩
な
先

生
を
迎
え
て
、
い
ろ
い
ろ
な

角
度
か
ら
仏
教
に
つ
い
て
学

ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

初
日
は
法
主
殿
の
御
親
講

で
、
法
燈
国
師
（
覚
心
）
を

と
り
あ
げ
て
、
親
鸞
聖
人
を

と
り
ま
く
仏
教
世
界
を
題
材

に
お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。　
　

　

２
日
目
の
川
添
泰
信
先
生

に
は
法
然
上
人
か
ら
親
鸞
聖

人
そ
し
て
そ
の
門
弟
に
つ
な

8/1-5 仏教文化講座（左から 1 日法主殿御親講・2 日川添先生・3 日奈良先生・4 日池内先生・5 日栗原先生）

が
る
念
仏
の
世
界
の
お
話
で

し
た
。

　

３
日
目
の
奈
良
修
一
先
生

は
現
代
を
生
き
る
仏
教
徒
と

し
て
自
問
自
答
の
大
切
さ
と

い
う
お
話
で
し
た
。

　

４
日
目
は
物
理
学
者
と
い

う
切
り
口
か
ら
池
内
了
先
生

に
宇
宙
か
ら
い
の
ち
ま
で
つ

な
が
る
世
界
を
見
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

最
終
日
に
は
当
講
座
の
主

幹
を
つ
と
め
る
栗
原
廣
海
先

生
に
は
往
生
と
い
う
こ
と
に

着
目
し
て
生
死
感
に
つ
い
て

お
話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

連
日
、
百
名
あ
ま
り
の
参

加
が
あ
り
会
場
と
な
っ
た
高

田
会
館
ホ
ー
ル
は
聴
講
者
の

熱
気
で
一
杯
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。

高田山蓮の会の蓮オーナーのみなさまのご協力もあり、今年もたくさんの蓮が咲き、境内に彩を

そえることができました。この号が出る頃には蓮のシーズンもほぼ終わりを迎えます。

また、来年もよろしくお願いいたします。

高田山蓮の会の蓮オーナーのみなさまのご協力もあり、今年もたくさんの蓮が咲き、境内に彩を

そえることができました。この号が出る頃には蓮のシーズンもほぼ終わりを迎えます。

また、来年もよろしくお願いいたします。

九
月
一
日　

声
明
公
演

　

東
京
国
立
劇
場
に
て
高
田

の
声
明
が
ホ
ー
ル
に
響
き
わ

た
り
ま
す
。
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●
高
田
ま
ち
●
（
顕け
ん
ち智
ま
ち
）

　

八
月
一
日
、
本
寺
専
修
寺

御
影
堂
に
て
「
顕
智
ま
ち
並

び
に
西
日
本
豪
雨
、
東
日

本
・
熊
本
大
震
災
物
故
者
追

悼
法
要
」
が
東
日
本
大
震
災

の
発
生
時
刻
に
合
わ
せ
藤
森

邦
夫
輪
番
導
師
の
も
と
厳
修

さ
れ
ま
し
た
。

第
四
十
八
回
お
七
夜
献
書
展
　
課
題　
　
　

11
月
30
日
提
出
締
切　

詳
し
く
は
宗
務
院
教
学
部
ま
で
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

幼
稚
園　

み
ち

小　

１　

は
す

小　

２　

九
字

小　

３　

西
方

小　

４　

安
楽
国

小　

５　

極
楽
国
土

小　

６　

正
像
末
法

中　

１　

願
生
安
楽
国

中　

２　

奉
請
弥
陀
如
来

中　

３　

宝
林
宝
樹
微
妙
音

高
校
・
一
般

（
ア
）
南
西
北
四
維

　
　
　

上
下
亦
復
然

　
　
　

彼
土
菩
薩
衆

　
　
　

往
覲
無
量
覚

（
イ
）

　

佛
智
の
不
思
議
を
う
た
が
い
て

　

善
本
徳
本
た
の
む
人

　

辺
地
懈
慢
に
生
る
れ
ば

　

大
慈
大
悲
は
得
ざ
り
け
り

●
本
寺
を
守
ろ
う
●

　

こ
の
度
、
専
修
寺
関
東
別

院
が
本
山
と
と
も
に
、
栃
木

組
、
茨
城
組
、
福
島
組
の
協

力
を
得
て
本
寺
専
修
寺
支
援

を
開
始
し
ま
し
た
。

　

栃
木
県
、
真
岡
市
の
文
化

的
観
光
施
設
と
し
て
の
役
割

や
地
域
起
こ
し
の
一
端
と
な

る
よ
う
、
地
元
地
域
の
観
光

関
連
事
業
者
の
方
々
と
の
協

力
関
係
を
築
き
相
互
に
観
光

情
報
を
発
信
す
る
働
き
か

け
を
行
い
な
が
ら
、｢

雅
楽｣

や｢

尊
徳
太
皷｣

な
ど
寺
院
、

地
域
芸
能
活
動
を
軸
に
文
化

面
の
興
隆
を
は
か
り
、
地
域

　

鈴
木
明
信
本
寺
前
輪
番
、

並
び
に
花
園
親
弘
専
修
寺
関

東
別
院
輪
番
出
勤
の
も
と
、

雅
楽
の
荘
厳
な
音
色
が
鳴
り

響
く
中
行
わ
れ
、
石
坂
真
一

真
岡
市
長
は
じ
め
数
多
く
の

方
々
が
お
見
え
に
な
り
御
焼

香
頂
き
ま
し
た
。
法
要
後
は

雅
楽
演
奏
会
や
尊そ
ん
と
く
だ
い
こ

徳
太
鼓
な

ど
の
催
し
が
行
わ
れ
境
内
は

多
く
の
方
々
で
賑
わ
い
ま
し

た
。

●
本
寺
専
修
寺
輪
番
就
任
●

　

長
年
に
渡
り
本
寺
専
修
寺

の
護
持
、
興
隆
に
尽
力
さ
れ

て
き
ま
し
た
鈴
木
明
信
前
輪

番
（
正
信
寺
前
住
職
）
の
退

任
を
受
け
、
新
た
に
藤
森
邦

夫
氏
（
報
国
寺
住
職
）
が
本

寺
輪
番
に
就
任
さ
れ
ま
し

た
。

念
仏
高
田
の
ふ
る
さ
と
　
本
寺
専
修
寺

の
人
々
と
と
も
に
、
幅
広
い

年
齢
層
に
受
け
入
れ
ら
れ
る

本
寺
を
目
指
し
ま
す
。

　

真
宗
の
根
本
道
場
で
あ
る

本
寺
専
修
寺
を
、
宗
派
を
超

え
た
多
く
の
人
々
に
参
詣
さ

れ
る
寺
院
に
し
て
い
き
ま
す

の
で
、
お
参
り
く
だ
さ
い
。

念
仏
高
田
の
ふ
る
さ
と
　
本
寺
専
修
寺

お
七
夜
さ
ん
に
書
を
献
納

い
た
し
ま
し
ょ
う
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「
伝
道
の
旅
❷
」
釈
尊
シ
リ
ー
ズ
◯

で
ん
ど
う

12

　

釈
尊
と
千
二
百
五
十
人
の

佛ぶ
つ
で
し

弟
子
た
ち
は
、
一
ヵ
所
に

定て
い
じ
ゅ
う
住
せ
ず
足
の
赴お
も
む
く
ま
ま
に

伝
道
の
旅
を
続
け
ら
れ
ま
し

た
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
で
は

約
三
ヵ
月
も
の
間
雨う

き季
が
続

き
ま
す
。
雨
季
の
期
間
は

遊ゆ
ぎ
ょ
う行
す
る
と
、
草
や
虫
な
ど

を
踏
み
潰
し
て
し
ま
う
殺
せ
っ
し
ょ
う生

の
罪
を
作
る
こ
と
を
避
け
る

た
め
に
、
雨
季
の
時
だ
け
は

移
動
し
な
い
「
雨う
あ
ん
ご

安
居
」
を

行
う
よ
う
に
な
り
、
そ
の
た

め
の
場
所
と
し
て
布ふ

せ施
さ
れ

た
の
が
精し
ょ
う
じ
ゃ舎

で
し
た
。

　

精
舎
と
は
、
出し
ゅ
っ
け
し
ゃ

家
者
の
た

め
の
舎し
ゃ
た
く宅
で
現
在
の
お
寺
の

も
と
に
な
る
も
の
で
す
。
最

初
に
雨
安
居
が
行
わ
れ
た
の

は
、
王お
う
し
ゃ
じ
ょ
う

舎
城
の
頻び
ん
ば
し
ゃ
ら
お
う

婆
娑
羅
王

が
寄き
し
ん進

し
た
竹ち
く
り
ん
し
ょ
う
じ
ゃ

林
精
舎
で

し
た
。
竹
林
精
舎
の
ほ
か

に
は
、『
平へ
い
け
も
の
が
た
り

家
物
語
』
の

「
祇ぎ
お
ん
し
ょ
う
じ
ゃ

園
精
舎
の
鐘か
ね

の
声
、

諸し
ょ
ぎ
ょ
う
む
じ
ょ
う

行
無
常
の
響ひ
び

き
あ
り
」
の

有
名
な
一
節
に
あ
る
祇
園
精

舎
も
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
釈
尊
が
『
阿あ

み

だ
弥
陀

経き
ょ
う』
を
説
か
れ
た
場
所
が

舎し
ゃ
え
じ
ょ
う

衛
城
に
あ
る
祇
園
精
舎
な

の
で
す
。

　

舎
衛
城
に
は
給き
っ
こ
ど
く

孤
独
と
い

う
長ち
ょ
う
じ
ゃ者
が
い
ま
し
た
。
給
孤

独
は
ス
ダ
ッ
タ
と
い
う
名
前

な
の
で
す
が
、
孤
独
で
貧
し

い
人
に
食
事
な
ど
を
提
供
し

て
い
た
の
で
給
孤
独
長
者
と

呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

　

あ
る
時
、
給
孤
独
長
者
が

商
用
で
出
か
け
た
王
舎
城

で
、
た
ま
た
ま
釈
尊
の
ご
説

法
を
聞
き
感
動
し
、
ぜ
ひ
自

分
の
住
む
舎
衛
城
で
釈
尊
を

招
き
、
孤
独
で
貧
し
い
人
た

ち
に
も
教
え
を
聞
け
る
精
舎

を
建
て
た
い
と
思
い
立
ち
、

祇ぎ
だ
お
う
じ

陀
王
子
が
所
有
す
る
樹
林

を
譲
り
受
け
よ
う
と
申
し
出

た
と
こ
ろ
、
広
大
な
地
面
に

金
貨
を
敷
き
詰
め
た
ら
譲
ろ

う
と
難
題
を
持
ち
掛
け
ら
れ

ま
し
た
が
、
早
速
地
面
に
金

貨
を
敷
き
始
め
私
財
を
な
げ

う
っ
て
布
施
し
ま
し
た
。
そ

の
姿
に
心
を
打
た
れ
た
祇
陀

王
子
が
自
分
も
協
力
し
た
い

と
樹
林
を
提
供
し
て
く
れ
た

の
で
す
。

　

そ
の
よ
う
に
建
立
さ
れ
た

精
舎
は
、
祇
陀
王
子
の
樹

林
と
給
孤
独
長
者
の
園
と

い
う
二
人
の
名
を
冠か

ん

し
て

祇ぎ
じ
ゅ
き
っ
こ
ど
く
お
ん

樹
給
孤
独
園
と
名
付
け
ら

れ
、
略
し
て
祇
園
精
舎
と
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。

　

釈
尊
は
、
祇
園

精
舎
で
苦
悩
す
る

あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

者
に
苦
悩
を
超
え

る
道
を
説
か
れ
ま

し
た
。

　

私
た
ち
は
、
物
事
が
思
い

通
り
に
い
か
な
い
時
に
苦
し

み
や
悩
み
の
原
因
が
自
分
の

外
に
あ
る
か
の
よ
う
に
思
い

ま
す
。
し
か
し
釈
尊
は
「
こ

ん
な
は
ず
で
は
な
い
」
と
、

と
ら
わ
れ
る
私
に
苦
悩
の
原

因
が
あ
り
、
そ
の
と
ら
わ
れ

か
ら
離
れ
る
こ
と
が
苦
悩
を

超
え
る
道
で
あ
る
こ
と
を
教

え
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

釈
尊
の
祇
園
精
舎
で
の
ご
説

法
は
、
今こ

ん
に
ち日

の
私
た
ち
に

今こ
ん
げ
ん
ざ
い
せ
っ
ぽ
う

現
在
説
法
と
し
て
日
常
生

活
の
中
で
念
佛
申
す
と
こ
ろ

に
、
今
、
こ
こ
、
私
に
聞
き

開
か
れ
て
く
る
こ
と
で
し
ょ

う
。　
（
教
学
院
第
三
部
会
）
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今
年
も
日
本
各
地
で
悲
惨
な
事
故
や

事
件
が
続
い
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
ら
す

べ
て
が
人
間
の
身
勝
手
に
よ
る
も
の
で

す
。

　

真
宗
教
団
で
は
こ
う
い
っ
た
時
代
を

背
景
に
警
鐘
を
促
す
「
和
訳
正
信
偈
」

の
言
葉
を
も
と
に
「
ひ
か
り
と
い
の

ち
」
と
し
て
阿
弥
陀
様
の
お
心
を
説
い

て
お
り
ま
す
。

　
「
ひ
か
り
と
い
の
ち
き
わ
み
な
き
阿

弥
陀
ほ
と
け
を
仰
が
な
ん
」
が
ま
さ
に

現
在
の
テ
ー
マ
で
す
。

　

阿
弥
陀
様
は
限
り
な
い
ひ
か
り
と
い

の
ち
と
な
り
、
私
た
ち
に
働
き
か
け
て

い
る
と
お
示
し
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

ひ
か
り
は
灯
明
で
智
慧
で
あ
り
、
い

の
ち
は
供
華
で
慈
悲
で
す
。
私
た
ち
は

阿
弥
陀
様
よ
り
の
智
慧
と
慈
悲
で
生
か

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ひ
か
り
と
い
う
言
葉
は
私
が
子
ど
も

の
頃
よ
り
ド
ラ
マ
の
ヒ
ー
ロ
ー
の
名
前

を
飾
っ
て
お
り
ま
し
た
。
小
学
生
の
頃

に
夢
中
に
な
っ
た
「
月
光
仮
面
」
は
月

の
ひ
か
り
を
浴
び
た
使
者
で
番
組
の
終

わ
り
に
は
「
憎
ま
ず
、
殺
さ
ず
、
た
だ

し
ま
し
ょ
う
」
と
テ
ロ
ッ
プ
を
流
し
ま

す
。　
　

　

ま
た
、
今
年
放
映
五
十
三
年
を
迎
え

た
「
ウ
ル
ト
ラ
マ
ン
」
は
、
主
題
歌
に

も
あ
る
よ
う
に
ひ
か
り
の
国
か
ら
や
っ

て
き
ま
し
た
。
こ
れ
も
番
組
の
終
わ
り

に
人
間
の
エ
ゴ
で
生
ま
れ
た
怪
獣
を
哀

れ
む
こ
と
を
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
人

類
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
ま
す
。

　

ど
ん
な
も
の
で
も
ひ
か
り
を
持
っ
て

お
り
ま
す
。
そ
の
ひ
か
り
を
見
出
す
こ

と
が
大
事
で
あ
り
ま
す
。

　

ひ
か
り
は
闇
を
照
ら
し
、
暗
闇
か
ら

ひ
か
り
と
い
の
ち

東
京
組 
正
福
寺
住
職
　
英 

法
悦

リ
レ
ー
法
話　
「
い
の
ち
」

我
々
を
気
づ
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

阿
弥
陀
様
の
救
い
と
は
気
づ
き
へ
導
か

れ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
投
げ

か
け
に
恵
ま
れ
る
こ
と
で
も
あ
り
ま

す
。

　

あ
る
書
物
に
よ
り
ま
す
と
人
間
ひ
と

り
二
十
代
遡
る
と
百
万
人
の
血
が
流
れ

て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。

　

自
分
一
人
の
行
動
は
、
百
万
人
の
血

が
つ
な
が
っ
て
の
行
動
で
す
。
こ
の
よ

う
な
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、
う
か
つ
な

行
動
は
で
き
な
い
は
ず
で
す
。

　

相
田
み
つ
を
さ
ん
の
詩
「
あ
の
ね
自

分
に
と
っ
て
一
番
だ
い
じ
な
も
の
は
自

分
の
い
の
ち
な
ん
だ
よ
。
だ
か
ら
、
他

人
の
い
の
ち
は
も
っ
と
だ
い
じ
な
ん
だ

よ
」
に
も
あ
る
よ
う
に
す
べ
て
の
も
の

を
だ
い
じ
に
過
ご
し
て
も
ら
い
た
い
で

す
。

　

御
開
山
親
鸞
聖
人
が
大
事
に
さ
れ
た

「
和
」
の
心
に
加
え
、も
う
一
つ
の
「
輪
」

を
も
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
い
の
ち
の

重
さ
を
あ
ら
た
め
て
見
つ
め
直
し
た
く

願
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　

合
掌
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は
か
ら
ず
も
教
学
総
務
の
重
責
を
担
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

も
と
よ
り
浅
学
非
才
の
身
、
皆
さ
ま
の
ご
支
援
を
先
づ
も
っ
て

お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

　

こ
こ
本
山
で
は
両
御
堂
の
国
宝
指
定
に
よ
り
知
名
度
も
上
り

明
る
い
兆
し
も
み
え
て
き
ま
し
た
が
、
宗
門
を
取
り
ま
く
環
境

は
難
問
山
積
で
す
。
寺
院
崩
壊
と
い
う
状
況
の
中
で
宗
教
心
の

崩
壊
も
私
た
ち
が
足
も
と
で
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

高
田
の
宗
風
は
「
念
仏
高
田
」
の
伝
統
で
あ
り
ま
す
。

　

行
信
具
足
の
お
念
仏
の
中
に
阿
弥
陀
如
来
さ
ん
、
親
鸞
さ
ま

の
お
心
が
用
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

後
継
者
育
成
を
は
じ
め
一
人
で
も
多
く
の
方
が
お
念
仏
を
喜

ば
れ
る
ご
縁
づ
く
り
、
環
境
づ
く
り
に
職
員
一
同
心
を
ひ
と
つ

に
し
て
努
め
て
参
り
ま
す
の
で
、
尚
、
一
層
の
ご
協
力
を
賜
り

ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。　
　

合　

掌

　

親
鸞
聖
人
が
法ほ
う
な
ん難
に
よ
り

流
罪
と
な
り
、
配
流
先
で
あ

る
越
後
へ
向
か
っ
た
ル
ー
ト

に
は
諸
説
あ
り
ま
す
。

　

近
江
路
の
部
分
で
は
、
琵

琶
湖
上
を
移
動
さ
れ
、
琵
琶

湖
北
部
の
梅う
め
づ津
港
に
上
陸
さ

れ
た
と
言
わ
れ
る
ル
ー
ト
が

あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
か
ら
、
愛あ
ら
ち
の
せ
き

発
関
を
抜

け
て
越
前
に
入
ら
れ
た
の
で

す
。

　

愛あ
ら
ち発
に
行
く
ま
で
の
道
中

に
あ
る
弘
法
大
師
ゆ
か
り
の

ア
カ
ヤ
池
で
喉
を
潤
し
た
と

い
う
話
も
あ
る
の
で
す
が
、

残
念
な
が
ら
文
献
資
料
で
の

確
認
は
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

愛
発
区
山
中
に
は
有あ

ら
ち
や
ま

乳
山

医い
お
う
い
ん

王
院
が
あ
っ
た
と
さ
れ
、

こ
こ
で
休
憩
し
た
と
も
、
ま

た
近
隣
の
炭
焼
き
小
屋
で
休

息
さ
れ
た
と
も
い
わ
れ
て
い

ま
す
。

　

こ
の
山
中
地
区
は
い
ま
は

寂
れ
往
時
を
感
じ
る
こ
と
も

で
き
ま
せ
ん
が
、
石
碑
が
建

立
さ
れ
聖
人
の
足
跡
を
し
の

ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す　

　

こ
の
時
「
越え
ち
ろ路

な
る
あ
ら

ち
の
山
に
行
き
つ
か
れ
、
足

も
ち
し
ほ
に
染
ま
る
ば
か
り

ぞ
」
と
詠
じ
ら
れ
た
と
い
う

こ
と
で
石
碑
に
句
が
刻
ま
れ

て
い
ま
す
。

第
９
回　

越
の
国
へ

　

ま
た
、
こ
ち
ら
に
は
休
憩

の
際
に
聖
人
に
さ
し
あ
げ
た

小
豆
の
伝
承
も
残
っ
て
い

て
、
近
年
ま
で
あ
ず
き
茶
屋

と
し
て
営
業
さ
れ
て
い
た
そ

う
で
す
。

　

ア
カ
ヤ
池
に
は
高
島
市
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
で
上
開
田

草
の
根
ハ
ウ
ス
下
車
徒
歩
五

分
。
愛
発
山
中
区
へ
は
国
境

下
車
徒
歩
二
十
五
分
程
度

（
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
で
す
。

　
　
　
　
　
（
山
川
蓮
生
）愛発・山中区　左側が句碑

高島市上開田・アカヤ池


