
119119

Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
趣
味
の
園
芸
」で
本
山
の
蓮
が
と
り
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
趣
味
の
園
芸
」で
本
山
の
蓮
が
と
り
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

三
重
テ
レ
ビ
「
つ
い
い
と
、
ツ
イ
ー
ト
」
で
は
歴
史
ま
る
ご
と
体
験
塾

三
重
テ
レ
ビ
「
つ
い
い
と
、
ツ
イ
ー
ト
」
で
は
歴
史
ま
る
ご
と
体
験
塾

が
特
集
さ
れ
、
名
古
屋
テ
レ
ビ
系
「
旅
し
て
ゴ
メ
ン
」
で
も
本
山
が
話

が
特
集
さ
れ
、
名
古
屋
テ
レ
ビ
系
「
旅
し
て
ゴ
メ
ン
」
で
も
本
山
が
話

題
に
の
ぼ
り
ま
し
た
。
み
な
さ
ま
ご
覧
に
な
ら
れ
ま
し
た
か
？

題
に
の
ぼ
り
ま
し
た
。
み
な
さ
ま
ご
覧
に
な
ら
れ
ま
し
た
か
？
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定
じ
ょ
う
せ
ん専
上
人
は
、
康
永
二
年
（
一
三
四
三
）
に
第
四
世
専せ
ん
く
う空
上
人

が
示
寂
さ
れ
た
の
ち
、
十
四
歳
に
て
住
持
職
と
な
ら
れ
ま
す
。
専
修

寺
宝
物
館
に
は
定
専
上
人
二
十
歳
の
と
き
の
自
筆
書
写
本
『
後ご

せ

ご
世
語

聞き
き
が
き書

』
が
伝
え
ら
れ
て
い
て
（
図
版
参
照
）、
そ
の
奥
書
に
は
「
貞
和

五
年
（
一
三
四
九
）
ひ
の
と
の
う
し
（
丁
丑
）
七
月
二
十
二
日
、
南

無
阿
弥
陀
佛
、
弥
陀
如
來
、
釋
定
専
二
十
歳
」
と
、
料
紙
か
ら
溢
れ

ん
ば
か
り
の
大
振
り
の
筆
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
聖
教
は
親
鸞

聖
人
が
御
消
息
の
中
で
関
東
の
門
弟
た
ち
に
繰
り
返
し
読
む
こ
と
を

勧
め
ら
れ
た
一
冊
で
あ
り
、
当
時
、
本
の
題
名
に
「
聞
書
」・「
見
聞
」・

「
抄
出
」
な
ど
の
言
葉
が
付
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
本
が
先
師

か
ら
の
相
承
本
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

専
修
寺
文
書
（
重
要
文
化
財
）
に
は
、
文
和
四
年
（
一
三
五
五
）

正
月
二
十
八
日
に
「
下
野
国
高
田
如
来
堂 

茅か
や
ふ
き
か
え
り
ょ
う
そ
く

葺
替
料
料
足
募
財
文
書

が
あ
り
、
こ
の
こ
ろ
の
御
堂
に
は
親
鸞
聖
人
自
筆
の
賛
名
が
記
さ
れ

た
「
紺
地
十
字
名
号
」（
絹
本
著
色
、
縦
１
８
０
㎝
）
が
本
尊
と
し
て

御
安
置
さ
れ
て
い
て
、
本
寺
御
堂
の
最
初
の
修
理
記
録
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、先
代
の
専
空
上
人
の
暦
応
元
年
（
一
三
三
八
）
に
、

京
都
の
大
谷
廟
堂
の
兵
火
に
よ
る
焼
失
の
際
、
専
空
上
人
に
よ
っ
て

買
得
移
築
さ
れ
た
廟
堂
に
安
置
の
親
鸞
聖
人
影
像
を
脇
壇
移
設
し
よ

う
と
す
る
動
き
を
阻
止
す
る
と
い
う
文
書
も
残
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ

は
、
大
谷
廟
堂
の
寺
院
化
の
動
き
を
示
す
初
期
文
書
と
し
て
も
知
ら

れ
て
い
ま
す
。

　

定
専
上
人
は
、
四
十
歳
と
い
う
不
惑
の
年
に
示
寂
さ
れ
ま
す
が
、

こ
の
後
、
関
東
の
門
弟
た
ち
と
大
谷
廟
堂
と
の
軋あ

つ
れ
き轢

は
新
し
い
転
回

点
を
迎
え
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
（
新　

光
晴
）
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堯
ぎ
ょ
う
し
ん真
上
人
は
、
天
文
十
八
年
（
一
五
四
九
）
に
専
修
寺
第
十
二
世

堯ぎ
ょ
う
え慧
上
人
の
御
長
男
と
し
て
お
生
ま
れ
に
な
り
ま
し
た
。

　

天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
五
月
に
は
権
僧
正
に
任
じ
ら
れ
、
正
親

町
天
皇
か
ら
住
持
職
の
綸
旨
を
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
綸
旨
に

は
「
堯
ぎ
ょ
う
お
う応

僧
正
御
房
」
と
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
頃
ま
で
は
「
堯
応
」

と
名
乗
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
真
慧
上
人
に
よ
っ
て

建
て
ら
れ
た
御
堂
が
前
月
の
四
月
五
日
に
焼
失
し
て
い
ま
す
の
で
、

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
堯
慧
上
人
は
そ
の
責
任
を
取
っ
て
退
き
、
嫡
男
の

堯
真
上
人
に
第
十
三
世
を
託
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

焼
失
か
ら
二
年
後
に
は
御
堂
の
再
建
が
始
ま
り
、
天
正
十
六
年

（
一
五
八
八
）
に
は
、
祖
師
堂
十
八
間
、
如
来
堂
十
六
間
の
両
御
堂
が

完
成
し
ま
し
た
。

　

同
年
九
月
十
一
日
か
ら
二
十
日
ま
で
の
十
日
間
、
御
堂
の
落
慶
法

会
と
し
て
千
部
会
が
営
ま
れ
ま
し
た
。
六
十
二
歳
の
堯
慧
上
人
と

四
十
歳
の
堯
真
上
人
の
両
上
人
が
お
揃
い
で
御
昇
堂
さ
れ
、
結
願
の

日
に
は
天
か
ら
妙
華
が
降
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
ほ
ど
盛
大
な
法
会
で

し
た
。

　

こ
の
頃
、
豊
臣
秀
吉
や
徳
川
家
康
は
本
山
に
禁
制
を
出
し
、
保
護

し
て
い
ま
す
。
特
に
秀
吉
は
、
文
禄
五
年
（
一
五
九
六
）
七
月
に
一

身
田
村
の
内
に
三
百
五
十
石
の
寺
領
を
寄
進
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は

堯
真
上
人
の
娘
、
鶴
子
様
が
秀
吉
に
仕
え
て
い
た
こ
と
も
関
係
し
て

い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

堯
真
上
人
の
ご
内
室
は
、
犬
山
城
主
織
田
信
清
の
娘
で
、
母
は
信

長
の
姉
で
し
た
。
お
二
人
の
間
に
は
堯
秀
上
人
等
五
男
三
女
が
あ
り
、

鶴
子
様
は
そ
の
御
長
女
で
し
た
。
し
か
し
、
秀
吉
が
寄
進
し
た
翌
月

の
閏
う
る
う

七
月
、
鶴
子
様
は
慶
長
伏
見
地
震
に
遭
い
、
伏
見
城
内
で
お
亡

く
な
り
に
な
り
ま
し
た
。
法
名
を
妙
孝
院
栄
真
大
姉
と
名
づ
け
ら
れ
、

そ
の
法
名
を
寺
号
と
し
た
栄
真
寺
が
秀
吉
に
よ
っ
て
伏
見
に
建
立
さ

れ
ま
し
た
。
堯
真
上
人
は
こ
の
時
た
ま
た
ま
伏
見
城
に
居
ら
れ
、
鶴

子
様
の
死
を
目
前
に
さ
れ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
上
人
の
御

書
に
「
そ
れ
人
間
は
老
少
不
定
に
し
て
、
無
常
転
変
の
界
な
れ
ば
、

い
ず
れ
か
こ
れ
を
の
が
る
べ
し
。
た
と
い
長
命
た
り
と
い
う
と
も
、

た
れ
か
百
年
の
形
体
を
た
も
た
ん
や
。
あ
あ
楽
は
ま
た
苦
し
み
と
な

り
、
喜
び
は
ま
た
歎
き
の
は
じ
め
な
り
」
と
あ
る
の
は
、
そ
の
時
の

ご
心
境
を
述
べ
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
堯
真
上
人
は
、
戦
国
時
代
と
い
う
動
乱
の
時
代
を
戦

国
大
名
た
ち
と
共
に
生
き
抜
か
れ
、
江
戸
時
代
の
初
め
元
和
五
年

（
一
六
一
九
）
に
七
十
一
歳
で
往
生
の
素
懐
を
遂
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
清
水
谷 

正
尊
）　
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六
月
二
日

　
第
55
回
高
田
派
婦
人
連
合
大
会

　

講
師
に
黒
川
文
子
先
生
を

お
迎
え
し
て
九
百
四
十
八
名

の
参
加
者
と
共
に
賑
や
か
に

行
わ
れ
ま
し
た
。
当
日
お
祝

い
さ
れ
る
女
性
祖
師
寿
表
彰

に
は
四
百
十
名
の
申
し
込
み

の
う
ち
三
十
二
名
が
出
席
さ

れ
お
祝
い
を
受
け
ら
れ
て
い

ま
し
た
。

六
月
十
二
日
〜
十
三
日

　
　
　
　
　
　
坊
守
研
修
会

　

お
寺
の
坊
守
さ
ん
も
研
修

に
参
加
し
て
研
鑽
を
つ
ん
で

い
ま
す
。
今
回
は
親
鸞
聖
人

越
後
流
罪
の
地
を
た
ず
ね
て

ま
わ
り
ま
し
た
。

六
月
二
十
二
日
〜
二
十
三
日

　
高
田
派
青
年
の
集
い
大
阪
大
会

　

次
代
の
お
寺
を
に
な
う
青

年
対
象
の
研
修
会
も
開
催
さ

れ
て
い
ま
す
。
聖
徳
太
子
ゆ

か
り
の
四
天
王
寺
を
中
心
に

研
鑽
を
つ
み
ま
し
た
。

六
月
三
十
日
　
　
県
民
茶
会

　

両
御
堂
が
国
宝
に
な
っ
た

ご
縁
で
し
ょ
う
か
、
三
重
県

民
茶
会
が
催
さ
れ
ま
し
た
。

七
月
五
日

　
　
高
田
派
仏
教
保
育
講
座

　

高
田
派
に
ゆ
か
り
の
あ
る

幼
稚
園
、
保
育
園
の
先
生
方

を
対
象
に
し
た
勉
強
会
も
本

山
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

七
月
六
日
　
七
夕
ま
つ
り
　

　

寺
内
町
七
夕
ま
つ
り
で
は

門
前
が
大
変
賑
わ
っ
て
い
ま

し
た
。

仏
足
石
御
遷
座
・
発
掘
調
査

　

宝
物
館
の
改
築
実
施
に
と

も
な
っ
て
一
体
の
発
掘
調
査

が
行
わ
れ
ま
す
。

　

こ
れ
に
先
立
ち
、
宝
物
館

前
に
安
置
さ
れ
て
い
た
仏
足

石
の
御
遷
座
が
行
わ
れ
、
新

た
に
安
置
さ
れ
た
太
子
堂
前

に
て
七
月
二
十
五
日
に
御
遷

座
の
法
会
が
あ
り
ま
し
た
。

七
月
二
十
日

　
　
　
　
蓮
の
会
イ
ベ
ン
ト

　

講
師
に
金
谷
俊
一
郎
氏
を

お
迎
え
し
て
講
演
会
が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

　

特
に
蓮
の
会
に
参
加
し
て

い
た
だ
い
て
る
方
を
中
心
に

ご
案
内
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
、
高
田
会
館
ホ
ー
ル
い
っ

ぱ
い
ご
来
場
い
た
だ
き
ま
し

た
。

婦人連合大会婦人連合大会

居多が浜（坊守研修会）居多が浜（坊守研修会）四天王寺（青年大会）四天王寺（青年大会）

仏教保育講座仏教保育講座

寺内町七夕まつり寺内町七夕まつり

宝物館発掘現場宝物館発掘現場

仏足石仏足石
御遷座御遷座

金谷俊一郎講演会金谷俊一郎講演会

県民茶会県民茶会
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七
月
三
十
日
〜
三
十
一
日

　
　
歴
史
ま
る
ご
と
体
験
塾

　

今
年
で
十
七
回
目
と
な
る

小
学
校
五
・
六
年
生
対
象
の

合
宿
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

昔
の
暮
ら
し
を
体
験
し
て

み
よ
う
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト

な
が
ら
、
今
年
は
冷
房
の
な

い
昔
な
が
ら
の
食じ
き
ど
う堂

で
泊

ま
っ
て
み
よ
う
と
い
う
酷
暑

に
は
辛
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は

な
く
ク
ー
ラ
ー
の
き
い
た
高

田
会
館
で
の
宿
泊
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
は
残
念
で
す
。

　

広
い
御
影
堂
を
掃
除
し
た

り
と
、
本
山
や
寺
内
町
で
の

昔
な
が
ら
の
生
活
を
体
験
し

て
い
ま
し
た
。

七
月
三
十
日

　
　
　
布
教
伝
道
研
修
講
座

　

よ
り
よ
い
布
教
伝
道
の
た

め
に
教
学
院
が
開
催
し
て
い

る
講
座
で
す
が
、
一
般
の
方

に
も
ご
参
加
い
た
だ
け
る
講

座
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

日
頃
の
お
説
教
と
は
一
味

違
う
仏
法
を
味
わ
う
ご
縁
と

な
っ
て
い
ま
す
。

八
月
一
日
〜
五
日

　
　
第
93
回
仏
教
文
化
講
座

　

今
年
も
連
日
百
人
ほ
ど
の

参
加
者
で
高
田
会
館
ホ
ー
ル

が
満
席
に
な
る
日
も
あ
り
ま

し
た
。

　

初
日
の
法
主
殿
御
親
教
で

は
、
本
山
に
も
写
本
が
あ
る

永
観
の
書
か
れ
た
『
往
生
講

式
』
に
つ
い
て
ふ
れ
ら
れ
報

恩
講
式
に
つ
な
が
る
お
念
仏

の
系
譜
に
つ
い
て
お
話
さ
れ

ま
し
た
。

　

二
日
目
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ

で
も
お
馴
染
み
の
佐
々
木
閑

先
生
に
ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
現

代
社
会
で
ど
う
味
わ
っ
て
い

く
か
と
い
う
お
話
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

三
日
目
は
井
上
尚
実
先
生

か
ら
親
鸞
聖
人
の
現
生
正
定

聚
の
も
つ
意
義
に
つ
い
て
お

話
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

四
日
目
は
藤
田
正
勝
先
生

か
ら
哲
学
者
の
西
田
幾
太
郎

さ
ん
の
思
想
を
通
じ
て
仏
教

歴史まるごと体験塾歴史まるごと体験塾

布教伝道研修講座布教伝道研修講座

仏教文化講座仏教文化講座

現代と仏法を考える集い現代と仏法を考える集い

へ
の
理
解
を
深
め
ま
し
た
。

　

最
終
日
は
高
田
学
苑
で
教

鞭
を
と
ら
れ
る
藤
田
正
知
先

生
に
仏
教
教
育
の
中
で
の
宗

教
の
実
践
的
な
あ
り
方
を
お

聴
き
し
、
五
日
間
の
幕
を
閉

じ
ま
し
た
。

　

今
年
は
全
日
程
を
通
し
て

の
聴
講
者
が
三
十
七
名
あ
り

最
後
に
表
彰
さ
れ
記
念
品
が

授
与
さ
れ
ま
し
た
。

八
月
十
八
日

　
現
代
と
仏
法
を
考
え
る
集
い

　

教
学
院
の
主
催
で
「
医
療

と
仏
法
」
と
い
う
テ
ー
マ
で

現
役
の
医
師
で
も
あ
る
岸
上

仁
師
に
講
演
い
た
だ
き
ま
し

た
。



高田本山だより令和元年 9月 10日 第 119号　(6)

「
舎
利
弗
」

釈
尊
シ
リ
ー
ズ
○16

　

古こ
ら
い来
よ
り
「
十じ
ゅ
う
だ
い
で
し

大
弟
子
」

と
親
し
ま
れ
、
数あ
ま
た多
の
弟
子

の
中
で
も
と
り
わ
け
釈し
ゃ
く
そ
ん尊

の

信
頼
が
篤あ
つ

か
っ
た
方
々
の

筆ひ
っ
と
う頭
に
、
舎し
ゃ
り
ほ
つ

利
弗
と
い
う
、

僧サ
ン
ガ伽
の
年
長
者
で
あ
り
、
ま

た
勝す
ぐ

れ
た
智ち
と
く徳

を
讃た
た

え
ら
れ

て
「
智ち
え
だ
い
い
ち

慧
第
一
」、「
長ち
ょ
う
ろ
う老

」

と
称
さ
れ
た
方
が
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

バ
ラ
モ
ン
の
家
に
生
ま
れ

た
舎
利
弗
は
、
親
友
の
目も
く
れ
ん連

と
祭
見
物
に
行
っ
た
折
、
祭

に
興き
ょ
う
じ
る
人
々
を
見
な
が
ら

「
百
年
後
に
は
誰
も
こ
の
世

に
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。」

と
無む
じ
ょ
う常
を
感
じ
て
出し
ゅ
っ
け家
を
志

し
、
六ろ
く
し
げ
ど
う

師
外
道
の
サ
ン
ジ
ャ

ヤ
に
師し

じ事
し
て
す
ぐ
に
そ

の
真し
ん
ず
い髄
を
体た
い
と
く得
し
ま
し
た

が
、
心
か
ら
の
満
足
は
得
ら

れ
ず
、
二
人
は
本
当
の
師
を

求
め
続
け
る
日
々
を
送
り
ま

す
。

　

そ
ん
な
あ
る
時
、
舎
利
弗

は
王お
う
し
ゃ
じ
ょ
う

舎
城
の
街
で
托た
く
は
つ鉢
す

る
ひ
と
り
の
比び

く丘
（
修
行

僧
）
の
厳お
ご
そ
か
な
姿
に
心
を
打

た
れ
、
托
鉢
が
終
わ
る
の
を

待
っ
て
「
貴あ
な
た方

の
師
と
そ
の

御み
お
し教
え
を
、
ど
う
か
教
え
て

く
だ
さ
い
。」
と
尋
ね
ま
し

た
。
ア
ッ
サ
ジ
（
初し
ょ
て
ん
ぽ
う
り
ん

転
法
輪

五
比
丘
の
一
人
）
と
名
の
ら

れ
た
修
行
僧
は
「
私
の
師
は

釈
尊
で
す
。
し
か
し
比
丘
と

な
っ
て
日
も
浅
く
、
詳
し
く

そ
の
御
教
え
を
説
く
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
が
。」
と
こ
と

わ
っ
た
上
で
「
あ
ら
ゆ
る
も

の
は
、
因い
ん
ね
ん縁
に
従
っ
て
生
し
ょ
う

じ
、
因
縁
に
従
っ
て
滅め
っ

す
。」

と
い
う
、
縁え
ん
ぎ起
の
法ほ
う

を
顕あ
ら

わ

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
聞
い

た
舎
利
弗
は
よ
ろ
こ
び
絶
え

ず
、
直た
だ

ち
に
真し
ん
り理
を
見
る
清

ら
か
な
眼ま
な
こ

を
ひ
ら
き
、
急
ぎ

帰
っ
て
目
連
に
も
伝
え
、
彼

ら
を
慕し
た

う
二
百
五
十
人
の
サ

ン
ジ
ャ
ヤ
の
弟
子
達
と
共

に
、
釈
尊
の
も
と
へ
走
っ
た

の
で
し
た
。
舎
利
弗
は
ほ
ど

な
く
し
て
阿あ
ら
か
ん

羅
漢
に
達
し
、

時
に
は
釈
尊
に
代
わ
っ
て
法

を
説
か
れ
る
な
ど
僧
伽
の
中

心
と
な
り
、
経き
ょ
う
て
ん典
に
数
多
く

お
出
ま
し
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
生し
ょ
う
が
い涯
、
説せ
っ
ぽ
う法

を
最
前
で
聴き

か
れ
た
舎
利
弗

で
す
が
、
わ
れ
ら
に
親
し
い

の
は
『
佛ぶ
っ
せ
つ説
阿あ
み
だ
き
ょ
う

彌
陀
経
』
で

の「
舎
利
弗
」で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
こ
の
経
典
は
他
の
よ
う

に
問
う
者
が
存
在
せ
ず
、
釈

尊
が
み
ず
か
ら
す
す
ん
で
説

か
れ
た
、
佛ぶ
つ

の
本
意
の
教
き
ょ
う
せ
つ説

が
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

こ
で
釈
尊
よ
り
三
十
数
回
も

「
舎
利
弗
よ
。」
と
よ
び
か
け

ら
れ
、
時
に
「
舎
利
弗
よ
、

ど
う
考
え
る
か
。」
と
問
わ

れ
る
中
で
、
舎
利
弗
は
黙も
く
も
く々

と
聴
き
続
け
る
の
み
で
す
。

そ
れ
は
「
智
慧
第
一
」
と
誰

も
が
仰あ
お

ぐ
長
老
が
、
た
だ
ひ

た
す
ら
に
聴ち
ょ
う
も
ん聞
さ
れ
る
こ
の

姿す
が
たを
通
し
て
、
釈
尊
の
仰お
お

せ

ら
れ
る
如に
ょ
ら
い
さ
ま

来
様
の
御ご

本ほ
ん
が
ん願
が

ど
れ
ほ
ど
人
間
の
理
解
を
超こ

え
た
も
の
で
あ
る
か
、
身
を

も
っ
て
顕あ
ら

わ
し
て
く
だ
さ
っ

て
い
る
の
で
す
。

（
教
学
院
第
三
部
会
）
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タ
イ
ト
ル
の
言
葉
に
我
が
身
が
問
わ
れ
た

時
、
私
は
ど
ん
な
答
え
な
ら
ば
満
足
す
る
の

で
し
ょ
う
か
。

　

大
切
な
方
と
の
別
れ
は
辛
く
、
甚
だ
痛
ま

し
く
。「
ま
だ
ま
だ
一
緒
に
い
た
か
っ
た
…
。」

と
思
う
私
に
は
、【
死
ん
だ
ら
終
わ
り
】
で

は
さ
み
し
い
の
で
す
。
あ
な
た
を
慕
え
ば
こ

そ
、
死
後
を
妄
想
し
、
会
い
た
い
と
強
く
祈

る
事
で
し
ょ
う
。
し
か
し
反
対
に
、
私
が
憎

む
者
の
場
合
に
は
、「
ま
た
ア
ッ

チ
で
遭
っ
た
ら
堪
ら
な
い
。」

と
、
今
度
は
【
死
ん
だ
ら
終
わ

り
】
で
な
け
れ
ば
困
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
死
ん
だ
ら
終

わ
り
で
も
、
終
わ
り
で
な
く
と

も
、
勝
手
な
私
が
本
当
に
満
足

す
る
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の

《
有
る
の
か
、
無
い
の
か
》、《
損
か
、
得
か
》

の
物
差
し
に
縛
ら
れ
続
け
る
限
り
、
私
は
苦

し
み
続
け
る
の
で
す
。

　

ま
た
私
は
、
お
念
仏
を
称
え
る
中
で
『
命

終
わ
る
き
ざ
み
に　

浄
土
に
往
生
す
る
な

り
。』
と
親
し
ん
で
参
り
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
に
聞
き
ま
す
と
「
そ
う
か
死
後
は
有
る
の

だ
な
。
お
浄
土
は
有
る
の
だ
な
。」
と
、
反

射
的
に
「
わ
か
っ
た
つ
も
り
」
に
安
住
し
よ

う
と
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
私
の
都
合
に
合
う

幻
想
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

　

御
開
山
聖
人
は
お
浄
土
を
「
無
量
光
明
土
」

と
讃
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
、【
有
無
・
損
得
】
に
縛
ら
れ
、

苦
し
む
私
を
救
う
限
り
な
い
光
の
世
界
で
あ

る
と
い
う
お
味
わ
い
で
あ
り
、
こ
こ
に
生
ま

れ
る
と
は
即
ち
、
諸
々
の
佛
と
な
っ
て
私
を

照
ら
し
救
う
お
は
た
ら
き

と
な
ら
れ
る
事
を
顕
し
ま

す
。
お
浄
土
で
諸
佛
と
な
っ

た
あ
な
た
は
、
こ
の
私
の

も
と
に
還
っ
て
、
私
た
だ

一
人
の
為
に
、
お
念
仏
を

称
え
よ
、
み
教
え
を
聴
け

と
、
休
み
な
く
お
勧
め
く

だ
さ
る
の
で
す
。

　
「
死
ん
だ
ら
終
わ
り
か
」
な
ど
分
か
り
ま

せ
ん
。
分
か
る
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の

私
に
於
い
て
は
、
お
浄
土
に
ご
往
生
な
さ
れ

た
諸あ

な
た佛
の
お
か
げ
さ
ま
で
お
念
佛
を
賜
っ
た

の
だ
と
う
な
ず
か
さ
れ
つ
つ
、
お
返
し
の
し

よ
う
も
な
い
そ
の
ご
恩
の
深
さ
に
、
う
な
だ

れ
る
だ
け
な
の
で
す
。
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親
鸞
聖
人
流
罪
の
足
跡
を
正
確
に
た
ど
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
も
の
で
す
。
石
川
県

か
ら
富
山
県
へ
は
普
通
に
倶
利
伽
羅
峠
を
通
ら
れ
た
の
か
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
更
に
北
に

あ
る
臼
ヶ
峰
往
来
を
通
ら
れ
た
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
後
、
射
水
市
の
六
渡
寺
や
小
渡
り
を
経
て
富
山
市
内
を
抜
け
て
い
く
よ
う
な
ル
ー
ト

の
よ
う
で
す
。　

そ
ん
な
中
か
ら
今
回
も
ご
紹
介
す
る
の
は
植
物
に
ま
つ
わ
る
場
所
で
す
。

常
願
寺
川
沿
い
に
あ
る
腰
掛
け
松
は
渡
し
船
を
待
つ
間
に
腰
を
下
さ
れ
た
と
さ
れ
、
こ
の
時

「
古
し
き
か
な　

松
の
根
も
と
に　

腰
か
け
て　

み
だ
た
の
む
身
こ
そ　

う
れ
し
け
れ
」
と

詠
じ
ら
れ
た
と
云
わ
れ
て
い
ま
す
。
の
ち
の
常
願
寺
川
の
大
水
の
影
響
で
二
箇
所
に
そ
の
足

跡
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
黒
部
市
の
辻
徳
法
寺
に
あ
る
柿
の
木
は
、
町
の
四
つ
辻
の
石
に
腰
掛
け
て
休
ま
れ

て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
夫
婦
が
地
元
の
名
物
く
し
柿
を
差
し
上
げ
ま
す
。
そ

の
種
を
囲
炉
裏
に
入
れ
て
黒
焦
げ
に
な
っ
た
も
の
を
庭
に
埋
め
さ
せ
説
法
を
し
、
そ
こ
か
ら

三
株
の
柿
が
生
え
た
そ
う
で
す
。「
女
人
往
生
の
証
拠
の
三
本
柿
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

辻
徳
法
寺
は
黒
部
駅
か
ら
徒
歩
三
分
程
度
で
す
が
、
腰
掛
け
松
は
ど
ち
ら
も
水
橋
駅
か
ら

そ
れ
ぞ
れ
徒
歩
三
十
分
ほ
ど
か
か
り
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
（
山
川　

蓮
生
）

第
13
回
　
越
中
の
足
跡

腰掛け松腰掛け松

三本柿三本柿

射水市内御旧跡碑射水市内御旧跡碑

清
掃
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

本
楽
寺
・
善
導
寺
・
甚
国
寺
・

金
剛
寺
・
明
照
寺
・
近
江
ト

ラ
ベ
ル

七
月　

法
性
寺
・
光
輪
寺
・

高
田
婦
人
会

八
月　
酷
暑
の
た
め
お
休
み
で
す

　

本
山
の
清
掃
奉
仕
で
汗
を

流
し
ま
せ
ん
か
。
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
。

富山市内御旧跡碑富山市内御旧跡碑

●
行
事
案
内

九
月
二
十
日
〜
二
十
六
日

　

讃
佛
会

九
月
二
十
日

　

三
重
県
仏
教
保
育
合
同
参
拝

十
月
一
日
〜
三
日

　

資
堂
講
法
会

十
月
二
十
三
日

　

第
69
回
檀
信
徒
研
修
会

十
月
二
十
五
日
〜
二
十
七
日

　

定
専
上
人
六
百
五
十
年
忌

　

堯
真
上
人
四
百
年
忌

十
月
二
十
八
日
〜
二
十
九
日

　

第
38
回
坊
守
・
婦
人
会
合
同
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

十
二
月
八
日
〜
十
日

　

中
興
上
人
御
正
当


