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巳

　
歳
　
旦

九
十
年
来
留
洛
北

平
常
淡
飯
又
粗
茶

若
有
人
諮
吾
這
裏

一
枝
纔
馥
老
梅
花

　  

相
国 

大
龍
叟

九
十
年
来
、
洛
北
に
留
ま
る

平
常
は
淡
飯
、
又
た
粗
茶

若
し
人
有
っ
て
、
吾
が
這
裏
を
諮
わ
ば

一
枝
纔
か
に
馥
る
、
老
梅
花

九
十
年
こ
の
か
た
、
洛
北
に
住
ん
で
い
る

常
は
、
粗
食
と
粗
茶
で
あ
る

も
し
、
人
が
私
の
様
子
を
尋
ね
た
ら

一
枝
に
わ
ず
か
に
香
る
、
老
梅
花
で
あ
る

　

相
国
寺
法
堂
の
南
東
側
に
あ
る
「
弁
財
尊
天
社
」
は
、
元

は
京
都
御
所
内
の
久く

迩に
の

宮み
や

邸
守
護
神
と
し
て
延
宝
四
年
（
一

六
七
六
）
に
建
立
さ
れ
、
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
に
寄

進
を
受
け
境
内
に
移
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
殿
、拝
殿
、

絵
馬
堂
な
ど
か
ら
な
り
、
弁
財
天
の
使
い
で
あ
る
蛇
の
絵
馬

が
奉
納
さ
れ
て
お
り
、
巳
年
の
本
年
も
境
内
を
守
護
し
て
い

る
。

�

撮
影
◎
柴
田
明
蘭

相
国
寺
「
大
弁
財
尊
天
社
」

　
　
京
都
府
指
定
有
形
文
化
財

◆
表
紙
解
説

まるにくん
© 2025相国寺
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承
天
閣
美
術
館
開
館
40
周
年
記
念

「
相
国
寺
展
　
金
閣
・
銀
閣
　
鳳
凰
が
み
つ
め
た
美
の
歴
史

」

�
２
０
２
４
年
10
月
11
日
～
11
月
27
日
　
愛
知
県
美
術
館
で
開
催
さ
れ
る
　
　
　
　

38
ペ
ー
ジ
を
参
照

内覧会を前に行われた法要

※
写
真
は
全
て
十
月
十
日

主催者をはじめ関係者や報道機関が列席した

法要後の記者発表で挨拶する佐分総長ほか

観覧する佐分総長と高橋範子学芸統括内覧会の様子



京
菓
子
司

　俵屋
吉
富

　店主

　石
原
義
清

菓
子
歳
時
記

「
冬
の
京
菓
子
」

七

5 4

　
街
に
ク
リ
ス
マ
ス
ケ
ー
キ
が
並
ぶ
の
を
見
か
け
る
よ
う
に
な
り
、
色
鮮
や
か

な
洋
菓
子
に
対
し
て
餡
の
茶
色
や
餅
の
白
色
が
主
の
和
菓
子
が
鳴
り
を
潜
め
る

気
も
し
ま
す
が
、
色
や
菓
銘
の
つ
く
京
菓
子
は
そ
う
い
う
洋
菓
子
に
あ
や
か
っ

て
ク
リ
ス
マ
ス
に
因
ん
だ
お
菓
子
を
作
っ
て
み
た
り
し
て
い
ま
す
。
昔
か
ら
あ

る
お
菓
子
は
シ
ン
プ
ル
な
も
の
が
多
く
、
世
界
的
に
み
て
も
パ
イ
や
ク
ッ
キ
ー

や
フ
ィ
ナ
ン
シ
ェ
や
バ
ス
ク
ケ
ー
キ
な
ど
な
ど
特
に

鮮
や
か
さ
は
あ
り
ま
せ
ん
が
変
わ
ら
ぬ
人
気
ぶ
り
で

す
。
俵
屋
吉
富
も
雲
龍
が
長
く
ご
愛
好
頂
い
て
い
る

の
は
そ
う
い
う
お
菓
子
の
お
仲
間
入
り
に
さ
せ
て
頂

け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
令
和
七
年
は
大
阪
で
の
万
博
や
旭
川
で
の
菓
子
博

開
催
が
あ
り
、
ア
ー
テ
イ
ス
ト
力
が
求

め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
ま
す
。

職
人
も
腕
の
見
せ
ど
こ
ろ
で
す
。

　
今
回
ご
紹
介
す
る
お
菓
子
は
サ
ン
タ

ク
ロ
ー
ス
と
雪
だ
る
ま
、
そ
し
て
通
し

矢
で
す
。
通
し
矢
は
京
都
三
十
三
間
堂

で
行
わ
れ
る
新
成
人
た
ち
が
和
服
姿
で

行
う
弓
の
引
き
始
め
の
こ
と
で
、
一
生

に
一
度
し
か
参
加
で
き
な
い
行
事
で
す
。そ
の
的
を
お
菓
子
に
し
て
み
ま
し
た
。

迎
春
の
お
菓
子
も
い
い
で
す
が
こ
う
い
う

行
事
を
お
菓
子
に
で
き
る
の
も
楽
し
い
機

会
で
す
。
さ
て
令
和
七
年
は
ど
う
の
よ
う

な
お
菓
子
が
創
作
で
き
て
皆
様
に
お
届
け

で
き
る
の
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
お
菓
子

で
幸
せ
な
時
間
と
な
り
ま
す
よ
う
願
い
ま

し
て
新
春
を
迎
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

通し矢

サンタクロース

雪だるま
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《
第
六
回
》

「
馬
酔
木
」�

植
昭　

長
岡
造
園　

長
岡
秀
晃

　

今
回
は
「
馬
酔
木
」
を
紹
介
し
ま
す
。
一
見
見
慣
れ
な
い
漢
字
か
と
思
い

ま
す
が
「
あ
せ
び
」
や
「
あ
し
び
」
と
読
み
、
春
先
に
白
や
ピ
ン
ク
の
か
わ

い
ら
し
い
花
を
た
く
さ
ん
咲
か
せ
る
樹
木
で
す
。

　

相
国
寺
の
あ
せ
び
は
裏
方
丈
庭
園
や
書
院
庭
園
、
承
天
閣
美
術
館
な
ど
各

所
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
中
で
も
裏
方
丈
に
は
数
多
く
植
え
ら
れ
て
お

り
、
書
院
と
方
丈
を
仕
切
る
程
よ
い
目
隠
し
の
役
割
も
果
た
し
て
い
ま
す
。

　

か
わ
い
ら
し
い
花
か
ら
は
想
像
で
き
ま
せ
ん
が
、
実
は
毒
の
あ
る
樹
木
で

す
。
あ
せ
び
の
葉
を
食
べ
た
馬
が
毒
に
当
た
っ
て
、
酒
に
酔
っ
た
よ
う
に
ふ

ら
ふ
ら
し
た
こ
と
か
ら
「
馬
酔
木
」
と
い
う
名
前
が
付
い
た
と
い
う
説
も
あ

り
ま
す
。

　

耐
寒
性
や
耐
乾
燥
性
・
耐
病
害
虫
に
も
優
れ
、
さ
ら
に
は
成
長
が
遅
め
で

樹
形
が
乱
れ
に
く
く
手
入
れ
が
し
や
す
い
た
め
庭
木
と
し
て
大
変
優
れ
て
い

ま
す
。
寺
院
だ
け
で
な
く
、
一
般
の
お
庭
に
も
和
洋
問
わ
ず
よ
く
似
合
い
ま

す
の
で
庭
師
お
す
す
め
の
樹
種
で
す
。

　

春
に
咲
く
き
れ
い
な
花
の
姿
が
由
来
で
「
清
純
な
心
」「
献
身
」
と
い
っ

た
花
言
葉
を
持
つ
一
方
で
、
毒
を
持
つ
こ
と
か
ら
「
危
険
」
と
い
う
花
言
葉

も
持
っ
て
お
り
、
花
言
葉
に
も
し
っ
か
り
二
面
性
が
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

春
の
特
別
拝
観
の
始
ま
る
こ
ろ
に
た
く
さ
ん
花
を
咲
か
せ
ま
す
の
で
、
是

非
特
別
拝
観
に
お
越
し
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

　花の後の花がらをそのままにしておくと、実をつ
けます。実に栄養を取られてしまいますので、花が
らや実は取り除くことをおすすめします。

解
説
◎
柴
田
明
蘭

「
法
堂
」

相
国
寺
に
残
る

ガ
ラ
ス
乾
板
⑨

　

今
号
は
慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）
建
立
の
法は

っ

堂と
う

（
無む

畏い

堂ど
う

）

で
す
。
元
来
、
法
堂
の
手
前
（
南
側
）
の
松
林
に
は
仏
殿
が
あ

り
、大
き
な
伽
藍
が
二
棟
並
ん
で
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、

現
存
し
て
い
た
ら
さ
ぞ
壮
観
な
景
観
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

春の方丈

書院のあせび 書院のあせび

花がらと実

　現在は参道の左右に積まれた石垣の上に、緑の垣根が造られてい
ます。これは参拝に訪れた人達が松林の中に容易に入れないように
する為に植えられたものでしょうか。

　大きな赤松の木がそそり立つ参道、その奥に大きな瓦屋根の堂々とした佇まいを
構える法堂は、正に相国寺の〝顔〟とも言えるのではないでしょうか。
　そしてその〝顔〟は、昔と今の写真を良く見比べないとその違いが分からないほ
ど変わりがありません。
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皆
さ
ま
、
新
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
相
国
寺
派
各
寺
院
の
檀
信
徒
の
皆
様
、

各
寺
院
様
を
は
じ
め
、本
誌
を
お
目
通
し
の
皆
様
に
越
年
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

前
号
で
も
お
伝
え
し
ま
し
た
よ
う
に
、
昨
秋
は
承
天
閣
美
術
館
開
館
四
十
周
年
に
あ

た
り
、
名
古
屋
の
愛
知
県
美
術
館
で
『
相
国
寺
展
─
金
閣
・
銀
閣�

鳳
凰
が
見
つ
め
た

美
の
歴
史
』
が
開
催
さ
れ
、
連
日
大
変
な
人
出
で
あ
っ
た
、
と
聞
き
及
ん
で
お
り
ま
す
。

引
き
続
き
、
三
月
二
十
九
日
か
ら
五
月
二
十
五
日
ま
で
は
、
東
京
上
野
の
東
京
藝
術
大

学
大
学
美
術
館
に
お
い
て
、
七
月
中
旬
か
ら
九
月
上
旬
ま
で
は
札
幌
市
の
北
海
道
立
近

代
美
術
館
で
も
展
観
さ
れ
ま
す
の
で
、
是
非
お
出
か
け
下
さ
い
。

　

昨
年
の
能
登
半
島
地
震
は
、
元
日
だ
っ
た
だ
け
に
大
変
驚
き
ま
し
た
が
、
九
月
の
豪

雨
災
害
が
さ
ら
に
被
災
地
に
追
い
打
ち
を
掛
け
ま
し
た
。
私
に
は
水
害
の
思
い
出
が
ご

ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
九
月
の
「
西
日
本
水
害
」
に
よ
る

被
災
で
す
。
当
時
私
は
大
分
県
日
田
市
の
お
寺
で
小
僧
を
し
て
お
り
ま
し
た
。
あ
の
時

は
大
分
、
福
岡
、
熊
本
を
中
心
に
す
ご
い
雨
量
と
な
り
、
日
田
市
を
流
れ
る
三
隈
川
も

氾
濫
し
、
下
流
の
筑
後
川
一
帯
は
広
く
水
没
し
ま
し
た
。
目
の
当
た
り
に
し
た
「
水
の

怖
さ
」
を
今
で
も
よ
く
よ
く
覚
え
て
お
り
ま
す
。

　

改
め
て
、
被
災
さ
れ
た
皆
さ
ま
に
お
見
舞
い
申
し
上
げ
、
復
興
祈
念
を
す
る
次
第
で

す
。

　

相
国
寺
山
内
塔
頭
の
慈
雲
院
に
併
設
さ
れ
て
い
る
社
会
福
祉
法
人
「
衆
善
会�

和
敬

学
園
」
が
創
立
百
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。
清
水
寺
の
大
西
良
慶
和
上
が
京
都
仏
教
護
国

団
の
団
長
と
し
て
設
立
さ
れ
、
そ
の
理
事
で
あ
っ
た
当
時
の
慈
雲
庵
住
職
樋
口
琢
堂
和

尚
が
、
境
内
の
一
部
を
少
年
保
護
事
業
の
学
園
と
し
て
引
き
継
が
れ
て
創
立
さ
れ
ま
し

た
。

　
謹
奉
賀
新
年�

管
長 

大
龍
窟　

有
馬
賴
底
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園
舎
の
新
築
や
機
関
誌
「
衆
善
」
の
発
刊
、
児
童
福
祉
法
の
改
正
や
、
社
会
福
祉
法

人
化
な
ど
、
そ
の
都
度
学
園
は
運
営
体
制
を
時
流
に
合
わ
せ
、
今
日
ま
で
多
く
の
職
員

の
努
力
に
よ
り
た
く
さ
ん
の
子
供
た
ち
が
巣
立
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

私
も
後
援
会
会
長
と
し
て
、各
分
野
で
ご
活
躍
の
皆
さ
ん
を
講
師
に
お
招
き
し
た
り
、

チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
墨
蹟
展
へ
の
協
力
な
ど
で
お
手
伝
い
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

学
園
入
口
に
は
坂
村
真
民
の
「
念
ず
れ
ば
花
ひ
ら
く
」
の
石
碑
が
建
っ
て
お
り
ま
す

様
に
、
こ
れ
か
ら
も
途
切
れ
る
こ
と
な
く
未
来
あ
る
子
供
た
ち
の
た
め
に
学
園
が
継
続

し
て
い
く
こ
と
を
祈
る
ば
か
り
で
す
。

　

い
つ
も
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
が
、
世
界
で
は
今
こ
の
瞬
間
も
争
い
が
続
い
て
お
り

ま
す
。
慈
愛
の
気
持
ち
で
対
話
し
、
く
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、「
和
」
の
精
神
が
世

界
各
地
に
届
く
事
を
強
く
祈
念
し
ま
す
。
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
犠
牲
と
な
っ
た
方
々
へ

哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。

「
作
龍
上
天　

作
蛇
入
草
」

　
（
龍
と
な
っ
て
天
に
上
り　

蛇
と
な
っ
て
草
に
入
る
）

　

修
行
の
末
に
境
地
を
得
た
者
で
あ
れ
ば
、
あ
る
時
は
龍
の
よ
う
に
堂
々
と
鋭
い
力
を

あ
ら
わ
し
、
ま
た
あ
る
時
は
蛇
の
よ
う
に
身
を
低
く
し
て
、
俗ぞ

く

塵じ
ん

に
分
け
入
り
衆し

ゅ

生じ
ょ
う

を

済さ
い

度ど

す
る
こ
と
を
い
う
。
変へ

ん

化げ

自じ

在ざ
い

な
は
た
ら
き
で
あ
り
、
大
乗
仏
教
に
お
け
る
菩
薩

行
の
在
り
方
で
あ
る
。

　

蛇
も
ま
た
龍
と
共
に
古
来
よ
り
信
仰
の
対
象
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
技
芸
、
芸
能
の

守
護
神
で
あ
る
弁
財
天
と
の
結
び
つ
き
は
、
皆
様
も
御
存
じ
で
し
ょ
う
。
脱
皮
を
す
る

こ
と
か
ら
強
い
生
命
力
、
長
寿
に
つ
な
が
り
、「
巳
年
は
実
を
結
ぶ
」
と
も
申
し
ま
す
。

辰
年
か
ら
巳
年
に
な
る
本
年
も
、
皆
さ
ま
と
共
に
無
事
を
祈
り
、
よ
り
良
き
一
年
に
し

て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。
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相
国
寺
派
寺
院
各
位
、
檀
信
徒
及
び
相
国
会
会
員
の
皆
様
、
新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

　

令
和
六
年
後
半
期
は
、
寺
務
局
の
活
躍
と
皆
様
の
ご
支
援
に
よ
り
無
事
に
業
務
を
遂
行
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
令
和
七
年
度
に
向
け
て
の
準
備
を
進
め
て
参
り
ま
す
。

　

さ
て
昨
年
秋
に
開
催
さ
れ
た
愛
知
県
美
術
館
で
の
相
国
寺
承
天
閣
美
術
館
開
館
四
十
周
年
記
念
展

「
相
国
寺
展
―
金
閣
・
銀
閣　

鳳
凰
が
見
つ
め
た
美
の
歴
史
」
は
好
評
を
博
し
、
会
期
後
半
に
は
一

日
に
二
千
人
を
超
え
る
日
が
続
い
て
お
り
、
若
い
世
代
の
入
館
者
も
多
か
っ
た
と
い
う
報
告
を
受
け

ま
し
た
。

　

愛
知
県
は
鹿
苑
寺
住
職
で
あ
っ
た
村
上
慈
海
長
老
の
出
身
地
で
あ
り
、
長
老
の
も
と
で
戦
後
の
鹿

苑
寺
を
支
え
て
き
た
私
の
父
で
あ
る
豊
光
寺
先
住
職
佐
分
春
應
和
尚
の
出
身
の
地
で
も
あ
り
ま
す
。

ご
縁
の
あ
る
こ
の
地
で
、
承
天
閣
美
術
館
開
館
四
十
周
年
の
記
念
展
を
開
催
で
き
た
こ
と
は
私
に
と

っ
て
も
感
慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　

今
回
の
展
覧
会
は
相
国
寺
に
伝
わ
る
伝
来
の
宝
物
の
歴
史
を
た
ど
り
、作
品
を
時
代
毎
に
分
類
し
、

宝
物
の
流
れ
と
そ
の
履
歴
を
正
確
に
つ
か
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ま
相
国
寺
に
存
在
す
る
こ
と
の
意

味
を
明
ら
か
に
し
、
什
物
を
通
し
て
相
国
寺
の
歴
史
を
通
観
す
る
と
い
う
仕
立
て
に
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
ま
さ
に
、
私
が
望
ん
だ
コ
ン
セ
プ
ト
に
そ
っ
た
充
実
し
た
内
容
に
な
り
ま
し
た
。
又
、
図

録
の
作
成
に
お
い
て
も
、
文
章
の
多
い
図
録
に
賛
否
の
あ
る
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
単
な
る
図

録
で
は
な
く
、
相
国
寺
が
守
り
伝
え
て
き
た
什
物
の
歴
史
と
そ
の
魅
力
を
図
解
や
年
表
を
交
え
て
解

説
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
相
国
寺
と
い
う
場
に
生
き
た
僧
侶
、
画
僧
、
そ
れ
を
助
け
た
歴
史
的
人

物
を
描
い
た
解
り
や
す
い
構
成
に
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
相
国
寺
史
編
纂
室
顧
問
の
先
生
方
の
解
説

も
加
え
、
今
ま
で
に
な
い
図
録
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

歴
史
の
評
価
は
時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
で
す
。
今
の
瞬
間
を
切
り
取
り
そ
の
と
き
の
基
準

に
よ
っ
て
行
っ
た
評
価
は
、
時
代
の
流
れ
に
よ
っ
て
再
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
し
か

年
頭
御
挨
拶�

宗
務
総
長　

佐
分
宗
順
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し
な
が
ら
負
の
歴
史
の
側
面
を
隠
蔽
す
る
こ
と
な
く
、
事
実
に
忠
実
に
記
録
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
冷

静
に
現
時
点
で
の
評
価
を
す
る
こ
と
が
、
今
を
生
き
る
私
た
ち
の
つ
と
め
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

い
よ
い
よ
本
年
は
、
東
京
藝
術
大
学
大
学
美
術
館
で
の
「
相
国
寺
展
」
が
始
ま
り
ま
す
。
次
の
展

開
に
向
け
て
よ
り
い
っ
そ
う
力
を
注
い
で
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

世
界
に
目
を
向
け
る
と
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
は
未
だ
に
解
決
の
兆
し
が
見
え
ず
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と

ハ
マ
ス
や
そ
の
他
の
テ
ロ
組
織
と
の
戦
い
も
、
終
結
の
め
ど
が
立
た
な
い
状
態
で
す
。
日
本
の
近
隣

で
は
、
中
国
の
台
湾
海
峡
を
巡
る
不
穏
な
軍
事
的
示
威
行
為
は
警
戒
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ

し
て
、
ア
メ
リ
カ
は
ド
ナ
ル
ド
・
ト
ラ
ン
プ
氏
を
次
期
大
統
領
に
選
び
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
世
界

情
勢
の
中
で
、
日
本
は
早
急
な
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
今
の
状
況
は
絶
望
的
と
言
わ

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

自
民
党
の
頽
廃
ぶ
り
が
す
さ
ま
じ
く
、
先
の
総
裁
選
で
は
石
破
首
相
が
選
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
少

数
与
党
に
成
り
下
が
り
、
ま
と
も
な
議
会
運
営
や
施
策
が
出
来
な
く
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
加
え
て

最
大
の
情
報
源
で
あ
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
凋
落
ぶ
り
は
挽
回
不
可
能
に
見
え
ま
す
。

　

な
ぜ
な
ら
公
正
な
情
報
の
取
得
は
、
新
聞
や
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
だ
け
で
は
無
理
だ
と
国
民
が
気
づ

い
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
た
情
報
収
集
も
、
正
し
い
情
報
を
見
極
め

取
捨
選
択
す
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
す
が
、
今
の
日
本
の
多
く
の
人
た
ち
は
そ
の
能
力
を
身
に
付
け

つ
つ
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

昨
年
の
兵
庫
県
知
事
選
で
再
選
を
果
た
し
た
斎
藤
元
彦
知
事
は
、
全
議
員
に
全
会
一
致
で
不
信
任

を
突
き
つ
け
ら
れ
、
す
べ
て
の
マ
ス
コ
ミ
か
ら
は
パ
ワ
ハ
ラ
議
員
と
確
た
る
証
拠
も
出
て
い
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
非
難
さ
れ
続
け
な
が
ら
も
、
辞
職
し
た
後
再
出
馬
し
、
他
候
補
に
大
差
を
つ
け
当
選

し
ま
し
た
。
有
権
者
は
斎
藤
氏
を
選
ん
だ
。
簡
単
に
は
人
々
は
だ
ま
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
証

明
し
た
前
代
未
聞
の
出
来
事
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
す
べ
て
は
ま
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
報
道
機
関
は
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　

引
き
続
き
本
年
も
寺
務
局
一
丸
と
な
っ
て
業
務
に
励
ん
で
参
り
ま
す
。
皆
様
の
ご
協
力
と
ご
支
援

を
お
願
い
す
る
次
第
で
す
。
私
た
ち
に
と
っ
て
進
展
の
年
で
あ
る
こ
と
を
願
い
、
皆
様
の
ご
健
勝
と

ご
活
躍
を
祈
念
し
て
新
年
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。
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管
長
有
馬
賴
底
猊
下
は
じ
め
本
派
寺
院
並
び
に
相
国
会
会
員
信
徒
の
皆
様
、
謹
ん
で
新
年
の
御
祝

詞
を
申
し
上
げ
ま
す
。
昨
年
十
月
二
十
一
日
に
は
当
山
夢
窓
国
師
の
「
開
山
忌
」
に
て
大
勢
の
僧
侶

の
重
厚
な
読
経
が
法
堂
に
響
き
渡
り
厳
粛
に
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

元
日
は
能
登
半
島
大
地
震
、
更
に
猛
暑
、
迷
走
台
風
に
見
舞
わ
れ
惨
憺
た
る
有
様
で
し
た
。
今
年

こ
そ
は
平
穏
無
事
を
念
じ
て
止
み
ま
せ
ん
。

　

さ
て
、
今
年
の
干
支
は
巳
で
す
。「
巳
」
と
は
弁
財
天
の
遣
い
と
な
っ
た
蛇
の
こ
と
で
、
弁
財
天

の
神
社
に
は
蛇
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
仏
教
寺
院
は
弁
財
天
を
祀
り
、
地
域
の
神
社
と
交
流
や
祈
願

を
行
い
ま
す
。
大
本
山
相
国
寺
の
塔
頭
に
大
光
明
寺
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
飛
び
地
境
内
の
京
都
市

上
京
区
出
町
の
「
青
龍
弁
財
天
」
は
賀
茂
川
と
高
野
川
の
合
流
点
に
位
置
し
、
地
元
の
人
々
や
観
光

客
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
弁
財
天
は
芸
術
や
音
楽
、
学
問
、
知
恵
、
財
運
を
司
る
神
と
し
て
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
巳
年
に
弁
財
天
を
信
仰
す
る
こ
と
は
特
に
縁
起
が
良
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

昨
年
よ
り
相
国
寺
承
天
閣
美
術
館
に
於
い
て
Ⅰ
期�

九
月
十
四
日
～
十
一
月
十
日
、
Ⅱ
期�

十
一
月

十
七
日
～
本
年
二
月
二
日
迄
「
禅
寺
の
茶
の
湯
」
展
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
当
美
術
館
は
現
在
の

相
国
寺
の
文
化
財
を
紹
介
す
る
施
設
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
地
域
の
人
々
、
京
都
に
観
光
に
来
ら

れ
る
人
々
の
憩
い
の
場
と
し
て
、
ま
た
檀
信
徒
の
皆
様
が
本
山
の
歴
史
を
学
ぶ
場
と
し
て
立
派
な
文

化
布
教
施
設
と
し
て
の
活
動
を
、
有
馬
頼
底
管
長
猊
下
が
開
館
以
降
、
四
十
年
に
わ
た
っ
て
続
け
て

こ
ら
れ
ま
し
た
。
禅
僧
た
ち
は
、
漢
詩
文
や
水
墨
画
な
ど
の
中
国
文
化
を
取
り
入
れ
て
、
日
本
の
禅

文
化
を
発
展
さ
せ
ま
し
た
。

　

特
に
「
枯
山
水
」
の
庭
園
や
「
茶
の
湯
」
の
文
化
は
、
禅
の
思
想
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。

禅
寺
が
学
問
の
場
と
し
て
も
機
能
し
、
僧
侶
だ
け
で
な
く
武
士
や
庶
民
に
も
学
問
の
機
会
を
提
供
し

年
頭
御
挨
拶�

相
国
会
会
長　

松
井
八
束
穂
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ま
し
た
。
武
士
た
ち
は
禅
宗
の
簡
潔
さ
と
実
践
的
な
教
え
に
共
感
し
、
そ
の
支
援
を
行
い
ま
す
。
禅

宗
は
ま
た
幕
府
の
公
式
宗
教
と
し
て
の
役
割
を
担
い
ま
し
た
。
禅
宗
の
思
想
は
茶
道
、
庭
園
設
計
、

書
道
、
絵
画
な
ど
の
文
化
面
で
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
禅
宗
は

日
本
の
宗
教
、
文
化
、
社
会
に
於
い
て
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
武
士
階
級
や
文
化
人
に
支
援

さ
れ
る
こ
と
で
禅
の
教
え
は
日
本
芸
術
界
に
深
く
根
付
き
、
特
に
室
町
時
代
に
は
五
山
十
刹
制
度
を

通
じ
て
、
禅
文
化
が
大
い
に
栄
え
ま
し
た
。
禅
の
教
え
は
単
な
る
宗
教
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
芸
術

や
学
問
、
日
常
生
活
に
も
影
響
を
与
え
日
本
文
化
の
基
盤
を
形
成
し
ま
し
た
。

　

私
事
で
恐
縮
で
す
が
齢
八
十
を
数
え
る
身
、
此
の
異
常
現
象
に
如
何
に
対
処
す
る
べ
き
か
悩
ん
だ

末
に
、
管
長
猊
下
の
著
書
「
人
生
は
引
き
算
で
豊
か
に
な
る
」「
も
っ
と
と
い
う
気
持
ち
を
手
放
せ

ば
心
は
ラ
ク
に
な
る
」
を
拝
読
致
し
ま
し
た
。

　

イ
ン
ド
の
仏
教
者
で
あ
る
摩ま

拏ぬ

羅ら

尊
者
の
言
葉
に
「
心
は
万
鏡
に
随
っ
て
転
ず
。
転
ず
る
と
こ
ろ

実
に
よ
く
幽
な
り
。
流
れ
に
随
っ
て
性
を
認
得
す
れ
ば
、
喜
び
も
無
く
ま
た
憂
い
も
な
し
。」
と
あ

り
ま
す
。
人
の
心
と
い
う
も
の
は
、
周
囲
の
様
々
な
状
況
に
よ
っ
て
惑
わ
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ

の
移
ろ
い
ゆ
く
様
に
心
穏
や
か
に
寄
り
添
え
ば
、
知
慧
が
沸
き
だ
し
、
有
頂
天
に
な
っ
た
り
、
憂
い

た
り
す
る
こ
と
も
無
く
な
り
ま
す
。
仏
教
の
基
本
的
な
教
え
の
一
つ
に
「
無
常
」
が
あ
り
ま
す
が
無

常
と
は
、
状
態
は
常
に
変
化
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
人
間
の
心
に
は
も
と
も
と
こ
の
よ
う

な
柔
軟
さ
が
保
持
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
私
は
こ
の
師
の
言
葉
を
反
芻
す
る
と
活
力
を
得
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
本
年
も
皆
様
の
ご
健
勝
ご
多
幸
を
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。
禅
宗
の
教
え
を

胸
に
刻
み
、
共
に
精
進
し
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。
何
卒
引
き
続
き
、
ご
支
援
と
ご
指
導
を
賜
り
ま
す

よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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高
浜
町
は
四
つ
の
地
域
が
合
併
し
て
で
き
て
い
る

の
で
、
町
内
に
は
仏
教
会
が
２
つ
有
り
、
南
陽
寺
が

所
属
す
る
高
浜
・
和
田
仏
教
会
で
は
、
相
国
寺
派
寺

院
が
十
三
ヶ
寺
と
他
宗
七
ヶ
寺
で
形
成
さ
れ
て
い
る

た
め
臨
済
宗
形
式
で
行
事
が
営
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

花
祭
り
、
町
内
新
亡
供
養
並
び
に
水
難
者
供
養
施

餓
鬼
会
と
法
話
、
春
期
・
秋
期
の
托
鉢
、
歳
末
助
け

合
い
募
金
托
鉢
と
、
一
年
を
通
し
て
宗
門
を
超
え
て

交
流
し
切
磋
琢
磨
し
て
お
り
ま
す
。
因
み
に
、
令
和

六
年
度
の
新
亡
供
養
施
餓
鬼
法
要
後
の
法
話
を
担
当

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

南
陽
寺
は
相
国
寺
第
二
世
の
春し

ゅ
ん

屋お
く

妙み
ょ
う

葩は

禅
師
（
普ふ

明み
ょ
う

国
師
）
の
法
系
に
基
づ
く
大
智
派
に
な
り
ま
す
。

当
山
の
三
世
「
天て

ん

外げ

梵ぼ
ん

知ち

和
尚
」
は
、
当
教
区
の
園

松
寺
住
職
と
し
て
多
く
の
寺
院
を
本
派
に
所
属
さ
せ

て
い
っ
た
大
徳
で
、
当
時
は
こ
の
若
狭
の
地
に
三
十

ヶ
寺
以
上
も
本
派
寺
院
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
園
松

寺
は
高
浜
の
城
主
逸へ

ん

見み

昌ま
さ

経つ
ね

公
の
菩
提
寺
で
あ
り
、

若
狭
大
智
派
の
窓
口
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
十

月
二
十
一
日
の
相
国
寺
開
山
毎
歳
忌
は
当
教
区
の
全

住
職
と
有
志
の
檀
徒
に
よ
る
団
体
参
拝
で
本
山
を
訪

れ
て
い
ま
す
。

　

お
盆
の
山
門
施
餓
鬼
会
出
頭
と
年
初
月
の
大
般
若

会
出
頭
を
含
め
年
間
行
事
で
教
区
の
各
和
尚
方
と
の

交
流
も
緊
密
な
お
か
げ
で
、
住
職
の
辞
令
を
い
た
だ

い
て
よ
り
十
四
年
、
わ
か
ら
な
い
事
な
ど
も
多
く
、

知
ら
な
い
土
地
で
の
勤
め
も
、
先
達
和
尚
方
か
ら
優

し
く
丁
寧
な
ご
指
導
の
お
か
げ
で
な
ん
と
か
過
ご
せ

て
お
り
ま
す
。

　

昨
年
は
、
本
務
先
代
和
尚
の
十
七
回
忌
、
兼
務
先

代
和
尚
二
十
五
回
忌
と
無
事
円
成
出
来
、
有
難
く
思

円
明
法
話

　

南
陽
寺
が
位
置
す
る
第
四
教
区
は
、
福
井
県
の
西

部
、
京
都
府
北
部
の
舞
鶴
市
に
隣
接
す
る
大
飯
郡
の

高
浜
町
と
お
お
い
町
に
あ
り
、
南
陽
寺
は
そ
の
う
ち

の
高
浜
町
の
中
に
あ
り
ま
す
。
昔
の
国
割
り
で
『
若

狭
』
と
呼
ば
れ
て
お
り
ま
し
た
。
古
く
に
は
大
陸
と

の
交
易
な
ど
の
窓
口
的
な
地
勢
で
あ
り
、
明
治
期
に

は
滋
賀
県
に
も
組
み
込
ま
れ
て
い
た
様
で
、
現
在
の

大
き
な
地
域
割
り
で
は
『
北
陸
』
と
振
り
分
け
ら
れ

ま
す
が
、
文
化
圏
と
し
て
は
関
西
で
す
。
北
は
日
本

海
に
面
し
、
三
方
は
山
に
囲
ま
れ
、
平
野
部
は
少
な

い
も
の
の
、
地
味
が
豊
か
で
美
味
し
い
米
が
収
穫
出

来
ま
す
。
海
の
幸
と
山
の
幸
に
恵
ま
れ
た
風
光
明
媚

な
土
地
柄
で
、人
口
は
約
一
万
人
と
少
な
い
で
す
が
、

寺
院
の
数
は
多
く
、
相
国
寺
派
第
四
教
区
二
十
九
ヶ

寺
中
十
九
ヶ
寺
も
あ
り
、
他
派
・
他
宗
も
併
せ
る
と

三
十
ヶ
寺
以
上
も
あ
る
信
仰
心
厚
い
地
域
で
す
。

一
個
半
個�

南
陽
寺
住
職　

加
藤
幹
人境内の雪景色

山門施餓鬼で使用するために
栽培している蓮
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ま
だ
ま
だ
足
り
な

い
半
個
の
身
で
す
が
、

日
々
精
進
し
て
努
め

て
ま
い
り
た
い
と
思

い
ま
す
。

な
い
と
諦
め
る
の
で
は
な
く
、足
り
な
い
か
ら
こ
そ
、

日
々
の
精
進
と
工
夫
が
大
事
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ

れ
は
ど
ん
な
世
界
で
も
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
能
力

や
才
能
、
設
備
や
道
具
が
有
ろ
う
が
無
か
ろ
う
が
、

努
力
と
工
夫
を
積
み
重
ね
て
そ
れ
ぞ
れ
の
勤
め
を
努

め
な
け
れ
ば
良
い
結
果
は
望
め
ま
せ
ん
。

　

禅
語
に
「
一い

っ

華け

五ご

葉よ
う

を
開
き
、結
果
自じ

然ね
ん

と
成
る
」

と
あ
り
ま
す
。
行
わ
な
い
な
ら
、行
わ
な
い
結
果
が
、

行
っ
た
な
ら
行
っ
た
結
果
が
で
ま
す
。

　

西
光
院
の
梵
鐘
は
、
昭
和
十
八
年
太
平
洋
戦
争
の

時
金
属
回
収
で
供
出
さ
れ
、
長
い
間
姿
を
消
し
て
い

ま
し
た
。

　

鐘
楼
堂
並
び
に
梵
鐘
再
建
を
願
望
し
た
祖
父
（
当

時
の
住
職
西
光
院
十
世
義
孝
大
超
和
尚
）
の
夢
を
一

日
も
早
く
実
現
し
た
い
と
側
面
的
な
協
力
に
心
を
砕

き
、
祖
母
は
賽
銭
貯
金
を
励
行
し
ま
し
た
。
そ
の
実

績
は
微
々
た
る
物
で
、
大
事
業
に
は
焼
石
の
水
に
も

及
び
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

あ
る
日　

祖
母
が
山
内
を
散
策
し
て
い
る
時
、
ヒ

ラ
ヒ
ラ
と
散
り
か
か
る
桜
の
花
び
ら
が
目
に
と
ま
り
、

「
桜
湯
」を
考
え
又
茶
畑
の
茶
の
葉
と
花
び
ら
で
、「
ぼ

鐘
楼
堂
並
び
梵
鐘
再
建
と
精
進
料
理�

西
光
院
住
職　

金
森
大
融

っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
今
年
は
、
こ
の
地
域
の
佐
伎

治
神
社
に
於
い
て
『
七
年
祭
り
』
と
い
う
六
年
に
一

度
、七
日
間
に
わ
た
っ
て
行
う
大
祭
が
あ
り
ま
す
が
、

よ
う
や
く
三
度
目
の
経
験
に
な
り
ま
す
。
神
輿
が
三

基
、
曳
山
が
七
基
も
巡
行
し
、
太
刀
振
や
舞
踊
、
和

太
鼓
な
ど
が
奉
納
さ
れ
、
南
陽
寺
の
あ
る
横
町
区
で

は
舞
踊
を
奉
納
し
ま
す
が
、
そ
れ
ま
で
の
練
習
の
成

果
を
区
民
に
お
披
露
目
す
る
舞
台
と
し
て
本
堂
で
行

わ
れ
ま
す
。

　

最
後
に
、
岐
阜
の
瑞
龍
僧
堂
で
雲
水
修
行
中
、
犬

山
の
瑞
泉
僧
堂
の
報
恩
接
心
に
て
、
玄
々
庵
小
倉
宗

俊
老
大
師
よ
り
頂
い
た
御
垂
訓
を
一
つ
。

　
「
一
個
半
個
だ
。」

　

頂
い
た
直
後
は
さ
っ
ぱ
り
解
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

そ
の
時
の
瑞
泉
の
古
参
雲
水
に
解
説
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。『
一
個
』
と
は
完
成
さ
れ
た
も
の
、『
半
個
』

と
は
ま
だ
完
成
さ
れ
て
な
い
も
の
。
宗
門
に
於
い
て

は
、僧
堂
の
老
大
師
方
や
印
可
を
頂
い
た
方
々
が『
一

個
』。
得
度
し
た
そ
れ
以
外
が
『
半
個
』
で
す
。『
一

個
』
で
も
『
半
個
』
で
も
土
俵
は
同
じ
。
足
り
て
い

よ
う
が
い
ま
い
が
同
じ
く
勤
め
を
果
た
さ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
足
り
な
い
か
ら
果
た
せ
な
い
、
出
来

境内での『七年祭り』の様子

住職夫婦と共に過ごす猫の
丹殷（たんあん）と丹恢（たんかい・右）
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鐘　

名　

文

　

日
昇
月
上
響
流
十
方

　

天
下
太
平
心
身
和
楽

　

群
生
登
覚
沙
界
放
光

　
　

京
帥
北
山
金
閣

　
　
　
　

鹿
苑
寺
沙
門
慈
海
謹
書

　

落
慶
法
要
の
日
、
鹿
苑
寺
村
上
慈
海
長
老
様
の
手

に
よ
っ
て
梵
鐘
の
第
一
声
が
鳴
り
響
い
た
時
、
祖
母

は
流
れ
落
ち
る
う
れ
し
涙
を
払
う
事
さ
え
忘
れ
て
い

ま
し
た
。

　

万
人
の　

清
し
き
ま
こ
と　

頂
き
て

　
　
　
　
　

現
に
仰
ぐ　
　

鐘
に
涙
す

　

朝
宵
に　

撞
木
の
網　
　
　

吾
が
引
け
ば

　
　
　

無
量
の
思
い　

し
ん
し
ん
と
湧
く

　

祖
母
が
そ
の
時
の
感
激
を
率
直
に
詠
じ
た
短
歌
で

す
。

　

鐘
楼
堂
並
び
に
梵
鐘
は
立
派
に
再
建
さ
れ
、
悲
願

成
就
の
為
に
生
ま
れ
た
「
ぼ
て
ぼ
て
茶
」「
桜
湯
」

禪
の
味
「
精
進
料
理
」
は
お
寺
の
名
物
と
な
っ
て
残

り
ま
し
た
。

　

こ
の
大
事
業
に
大
本
山
相
国
寺
様
、
鹿
苑
寺
様
、

慈
照
寺
様
よ
り
多
大
な
御
助
力
を
頂
き
、
ま
た
西
光

院
檀
家
の
皆
様
方
の
御
協
力
に
よ
り
心
温
ま
る
浄
財

が
、
こ
こ
に
鐘
楼
堂
並
び
に
梵
鐘
再
建
と
な
っ
て
建

立
出
来
ま
し
た
。

て
ぼ
て
茶
」
を
発
想

し
、
山
菜
を
主
材
料

と
し
た「
精
進
料
理
」

を
作
る
事
を
考
え
ま

し
た
。

　

祖
父
母
が
参
詣
者

（
西
光
院
は
出
雲
国

七
福
神
霊
場
の
一
ケ

寺
で
毘
沙
門
天
を
お

祀
り
し
て
い
る
）
に

精
進
料
理
を
接
待
し
、

「
お
志
」
を
浄
財
と
し
て
再
建
資
金
に
与
え
よ
う
と

考
え
ま
し
た
。

　

長
い
道
の
り
を
経
て
再
建
資
金
が
あ
る
程
度
達
し

た
、
昭
和
五
十
四
年
の
正
月
の
事
、
祖
父
は
初
め
て

檀
家
の
皆
様
に
、
再
建
の
計
画
を
発
表
し
、
支
援
を

お
願
い
し
ま
し
た
。

　

そ
の
年
の
暮
、
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
九
日
、
当

時
の
大
本
山
相
国
寺
派
宗
務
総
長
鈴
木
浄
雲
長
老
様
、

鹿
苑
寺
住
職
（
金
閣
寺
）
村
上
慈
海
長
老
様
、
慈
照

寺
住
職
（
銀
閣
寺
）
久
山
忍
堂
長
老
様
を
お
迎
え
し
、

盛
大
に
落
慶
法
要
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。

料理は境内の会館「對青居」でお召し上がりいただく

梵鐘再鋳造 鐘楼再建 落慶記念　昭和54年12月9日46年前に再建された鐘楼堂
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事
は
有
難
い
事
で
す
。
お
寺
は
人
が
来
て
仏
様
を
拝

み
、
法
話
を
聞
き
、
仏
様
の
教
え
を
知
っ
て
も
ら
い

た
い
場
所
で
す
。

　

私
は
檀
家　

参
詣
者
の
皆
様
に
禅
語
の
法
話
を
し

て
い
ま
す
。

　
「
日に

ち

々に
ち

是こ
れ

好こ
う

日に
ち

」

　

こ
れ
は
雲
門
禅
師
の
言
わ
れ
た
有
名
な
禅
語
で

す
。

　

毎
日
毎
日
が　

最
良
の
日
で
あ
る
と
い
う
事
、
雨

の
日
も
風
の
日
も
、
ま
た
辛
い
日
も
悲
し
い
日
も
そ

れ
を
良
き
日
と
受
け
と
っ
て
い
く
と
言
う
こ
と
で

す
。

　
「
一い

ち

期ご

一い
ち

会え

」

　

こ
の
禅
語
は　

今
日
の
出
会
い
は
二
度
と
繰
り
返

さ
れ
な
い
、一
生
に
一
度
だ
け
の
出
会
い
を
大
切
に
、

お
話
を
し
て
い
ま
す
。

　
「
来
る
人
に
や
す
ら
ぎ
を　

去
り
行
く
人
に
幸
せ

を
」

　

心
の
故
郷
の
寺
に
な
る
様
参
詣
の
皆
様
に
手
を
合

わ
せ
お
迎
え
し
て
い
ま
す
。

　

祖
父
母
の
意
志
を
引
き
継
ぎ
、
私
は
夕
方
般
若
心

経
を
唱
え
な
が
ら
静
か
に
鐘
を
撞
い
て
い
ま
す
。

　

祖
父　

祖
母
よ　

聴
こ
え
ま
す
か　

鐘
の
音

　
　
　
　

天
ま
で
届
け
と　

夕
べ
の
鐘
撞
く

　

西
光
院
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
祖
母
も
百
四
歳
の
天

寿
を
全
う
し
平
成
二
十
三
年
に
亡
く
な
り
昨
年
（
令

和
六
年
）
十
三
回
忌
法
要
を
無
事
に
終
え
ま
し
た
。

　

祖
母
亡
き
後
、
母
が
精
進
料
理
を
引
き
継
ぎ
四
季

折
々
の
食
材
を
使
い
食
べ
る
人
の
事
を
思
い
、
心
を

込
め
て
作
っ
て
い
ま
す
。

　

茶
飯
、
胡
麻
豆
腐
、
煮
物
、
酢
の
物
、
和
え
物
、

天
ぷ
ら
（
も
み
じ
・
ふ
き
の
と
う
・
土
筆
・
た
ら
の

芽
・
三
つ
葉
等
）
四
季
に
合
わ
せ
素
材
を
生
か
し
、

命
を
い
た
だ
く
感
謝
の
心
で
材
料
は
す
べ
て
使
い
切

る
様
に
工
夫
し
調
理
し
て
い
ま
す
。

　

味
わ
い
、
盛
付
け
、
器
の
三
つ
の
良
さ
が
一
つ
に

な
っ
て
、
初
め
て
料
理
が
生
か
さ
れ
ま
す
。

　

私
の
住
む
地
域
は
、
コ
ロ
ナ
の
影
響
も
あ
り
葬
儀

や
法
事
も
身
内
だ
け
で
済
ま
せ
る
家
庭
が
多
く
な
り
、

人
と
の
交
流
も
希
薄
に
な
り
ま
し
た
。

　

西
光
院
の
年
中
行
事
は
、
毎
年
一
月
毘
沙
門
天
福

祭
り
、
三
月
に
彼
岸
法
要
（
布
教
師
様
を
お
迎
え
し

法
話
）、
七
月
に
は
施
餓
鬼
法
要
、
八
月
盆
の
棚
経
、

観
音
様
の
お
祭
り
を
致
し
ま
す
。

　

昨
年
も
八
月
十
七
日
の
夜
、
観
音
様
の
お
祭
り
に

は
屋
台
、
盆
踊
り　

郷
土
演
芸
（
安や

す

来ぎ

節ぶ
し

・
ど
じ
ょ

う
す
く
い
・
銭
太
鼓
）
等
賑
や
か
に
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

ふ
る
里
を
離
れ
て
お
住
ま
い
の
家
族
も
里
帰
り
を

さ
れ
、
夜
の
更
け
る
の
も
忘
れ
楽
し
ま
れ
ま
し
た
。

生
ま
れ
育
っ
た
故
郷
を
愛
し
、
伝
統
を
自
慢
出
来
る

西光院特製の精進料理
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「
七
福
神
を
招
き
ま
し
ょ
う

年
の
は
じ
め
の
御
こ
と
ぶ
き
は　

松
竹
梅
や
福
寿
草　

め
で
た
め
で
た
の
鶴
亀
万
歳

清
め
の
御お

ん

座ざ

に
七
福
神　

お
招
き
申
し
て　

祝
い
ま
し
ょ
う
」

　

年
の
暮
れ
に
な
る
と
や
っ
て
来
る
「
七
福
神
招
き
」
の
口
上
で
す
。
お
め
で
た
い
言
葉
で
町

の
人
々
に
福
を
招
き
、
一
年
の
幸
せ
を
祈
る
「
七
福
神
招
き
」
さ
ん
の
よ
う
に
、
年
の
暮
れ
か

ら
年
始
に
か
け
て
の
物
売
り
さ
ん
達
に
は
「
厄
を
払
っ
て
、
福
を
招
く
」
祈
り
の
心
い
っ
ぱ
い

の
、
お
め
で
た
い
商
い
が
目
白
押
し
で
す
。

　

吉き
ち

夢ゆ
め

を
招
く
「
宝
船
売
り
」、
魔
除
け
厄
除
け
の
「
柊
売
り
」、
厄
年
の
厄
を
落
と
す
「
厄
落

と
し
」、
福
徳
円
満
の
「
大
黒
さ
ん
売
り
」、
無
病
息
災
を
願
う
「
お
守
り
札
売
り
」
…

　

こ
う
し
て
お
め
で
た
い
商
い
の
数
々
を
見
て
い
る
と
、「
今
年
は
良
い
年
に
な
る
か
も
…
」と
、

な
ん
だ
か
ウ
キ
ウ
キ
し
て
き
ま
す
。

　
「
芸
商
人
」
さ
ん
を
題
材
に
し
た
お
話
を
書
か
せ
て
も
ら
お
う
─
と
思
い
立
っ
て
か
ら
３
年
。

傍
に
は
い
つ
も
、
長
田
純
先
生
著
作
『
町
か
ど
の
藝
能
』
が
あ
り
ま
し
た
。『
町
か
ど
の
藝
能
』

に
は
、
江
戸
中
期
に
最
も
盛
ん
だ
っ
た
「
芸
を
も
っ
て
客
を
楽
し
ま
せ
商
い
を
す
る
商
人
─
芸

商
人
」
の
様
々
な
商
い
が
載
っ
て
い
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
芸
商
人
さ
ん
達
の
「
祈
る
心
」

と
も
、
た
く
さ
ん
出
合
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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が
、
決
し
て
忘
れ
な
か
っ
た
心
で
す
。
返
し

て
言
え
ば
、
そ
の
心
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

芸
商
人
達
は
物
を
売
り
、
日
々
を
暮
ら
す
こ

と
が
出
来
た
の
か
な
あ
と
、
今
は
思
わ
さ
れ

ま
す
。

　

こ
の
、
他
者
を
思
う
心
、
見
え
な
い
も
の

に
思
い
を
馳
せ
る
心
は
、
人
が
人
で
あ
る
た

め
の
、
一
番
大
事
な
心
の
根
幹
を
担
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

私
達
劇
団
員
が
、
日
々
稽
古
場
で
向
か
い

合
っ
て
い
る
演
劇
と
い
う
芸
術
も
、
言
っ
て

み
れ
ば「
見
え
な
い
も
の
に
思
い
を
馳
せ
る
」

行
為
の
集
合
体
で
す
。
台
本
に
書
か
れ
た
人

物
に
思
い
を
馳
せ
、
こ
の
人
は
何
を
考
え
、

何
を
感
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
寄
り
添
う
。

昨
今
の
演
劇
は
、
自
分
を
思
い
き
り
表
現
す

る
と
い
う
、
華
や
か
な
面
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

　

幸
せ
が
訪
れ
ま
す
よ
う
に
…　

よ
い
商
い
が
で
き
ま
す
よ
う
に
…

　

元
気
に
す
く
す
く
と
育
ち
ま
す
様
に
…　

悪
い
も
の
が
来
ま
せ
ん
よ
う
に
…

　

こ
れ
ら
は
決
し
て
自
分
の
た
め
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
商
い
物
を
買
っ
て
く
れ
る
お
客

さ
ん
の
幸
せ
を
祈
る
心
で
す
。こ
の
よ
う
な
、

芸
商
人
さ
ん
の
他
者
を
思
い
や
る
心
は
、
私

の
心
を
も
ほ
か
ほ
か
と
温
め
て
く
れ
ま
す
。

　

人
の
心
な
ど
分
か
ら
な
い
し
あ
や
ふ
や
で
、

思
い
通
り
に
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
、
こ
の

先
の
未
来
も
ど
ん
な
こ
と
が
待
っ
て
い
る
の

か
見
当
が
つ
き
ま
せ
ん
。
で
す
が
、そ
の「
見

え
な
い
も
の
に
思
い
を
馳
せ
る
」
こ
と
を
、

芸
商
人
達
は
大
切
に
し
て
き
ま
し
た
。
も
の

が
売
れ
な
け
れ
ば
生
活
が
出
来
な
い
、
ぎ
り

ぎ
り
の
毎
日
を
送
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
彼
ら
。

言
わ
ば
、
他
人
の
こ
と
な
ど
思
い
や
る
余
裕

が
無
い
で
あ
ろ
う
生
活
を
送
っ
て
い
た
彼
ら

2017年春の小さな劇場「愛」より

七福神まねき　長田純著『町かどの藝能』より
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プ
さ
れ
が
ち
の
よ
う
で
す
が
、
実
際
は
そ
う
で
な
い
部
分
の
方
が
多
い
と
私
は
思
い
ま
す
。
な

に
し
ろ
演
劇
は
、
集
団
で
作
り
上
げ
る
総
合
芸
術
で
す
か
ら
。
台
本
の
人
物
に
思
い
を
馳
せ
る

だ
け
で
な
く
、
一
緒
に
演
じ
る
共
演
者
に
思
い
を
馳
せ
、
演
出
や
監
督
の
意
図
に
も
思
い
を
馳

せ
…
。
ま
あ
、ス
ト
レ
ス
の
た
ま
る
芸
術
で
す
。
自
分
の
意
見
や
表
現
な
ど
ど
こ
へ
や
ら
で
す
。

で
す
が
、
様
々
な
人
た
ち
の
想
い
を
す
り
合
わ
せ
、
撚
り
合
わ
せ
て
出
来
上
が
っ
た
演
劇
は
、

一
人
の
力
で
は
想
像
も
つ
か
な
い
ほ
ど
大
き
な
パ
ワ
ー
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

世
界
の
各
地
で
争
い
が
止
ま
ず
、
日
本
の
近
辺
に
も
不
穏
な
空
気
が
漂
い
、
明
る
い
未
来
を

思
い
描
く
こ
と
が
、
な
ん
だ
か
難
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
今
日
こ
の
頃
。
と
も
す
れ
ば
刹
那
的

に
、
今
だ
け
良
け
れ
ば
、
自
分
だ
け
良
け
れ
ば
、
他
人
の
こ
と
な
ど
考
え
て
い
る
余
裕
は
な
い
、

な
ん
て
思
い
に
流
さ
れ
て
し
ま
い
そ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
ん
な
今
だ
か
ら
こ
そ
、
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
も
の
が
あ
る
と
、
芸
商
人
さ
ん
の
「
祈
る
心
」
を
思
い
出
し
、
自
分
を
戒
め
て
い
ま
す
。

　
「
祈
る
心
」
を
大
事
に
し
て
き
た
芸
商
人
さ
ん
達
の
生
き
ざ
ま
を
、
そ
し
て
、「
見
え
な
い
も

の
に
思
い
を
馳
せ
る
」
芸
術
で
あ
る
演
劇
を
、
一
人
で
も
多
く
の
人
に
知
っ
て
ほ
し
い
、
触
れ

て
ほ
し
い
と
切
に
願
い
、
私
達
劇
団
員
は
日
々
、
活
動
し
て
お
り
ま
す
。
皆
さ
ま
も
、
ご
一
緒

に
演
劇
な
さ
い
ま
せ
ん
か
？

　

そ
れ
で
は
、

　
「
皆
様
方
に
お
幸
せ
が
、
た
～
ん
と
訪
れ
る
一
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
…
」

【
お
さ
だ
塾
　
次
回
公
演
の
お
知
ら
せ
】

　

２
０
２
５
年
２
月
、
お
さ
だ
塾
は
「
第
46
回
Ｋ
ｙ
о
ｔ
о
演
劇
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
の

ホ
ー
ル
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
ま
す
。

　

塾
生
西
村
諭
士
が
書
き
下
ろ
し
た
新
作
を
上
演
致
し
ま
す
。

　

お
さ
だ
塾
、
実
に
６
年
ぶ
り
の
現
代
劇
で
す
。
力
が
入
っ
て
お
り
ま
す
。

　

是
非
、
劇
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

「
ゆ
る
す
」
と
は
？
「
家
族
」
と
は
？
―

絶
縁
し
て
し
ま
っ
た
親
子
と
周
囲
の
人
々
が
織
り
な
す

19
年
間
を
描
く
、
優
し
い
物
語
で
す
。

「
六
九
四
〇
（
ろ
く
き
ゅ
う
よ
ん
ぜ
ろ
）」

２
０
２
５
年
２
月
22
日
（
土
）　

15
時
半
～
16
時
半
（
予
定
）

於
・
京
都
府
立
文
化
芸
術
会
館　

ホ
ー
ル

お
問
い
合
わ
せ
／
お
さ
だ
塾　

Ｔ
Ｅ
Ｌ
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
（
０
７
５
）
４
３
１
─
６
６
８
１

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
／http://w

w
w

.osada-jyuku.com
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本
山
だ
よ
り
（
令
和
六
年
七
月
～
十
一
月
分
）

〇
同
宗
連
第
一
連
絡
会

　

七
月
五
日
、
黄
檗
宗
大
本
山
萬
福
寺
黄
龍
閣
別
館

二
階
（
宇
治
市
）
に
於
い
て
令
和
六
年
度
第
二
回
同

宗
連
第
一
連
絡
会
が
開
催
さ
れ
、
本
派
か
ら
は
荒
木

庶
務
部
員
、
須
賀
教
学
部
員
が
参
加
し
た
。
常
任
会

議
の
開
催
報
告
や
各
教
団
の
情
報
交
換
等
が
終
了
後
、

「
民
族
排
外
主
義
と
中
国
人
差
別
」
を
テ
ー
マ
に
講

師
の
林
伯
耀
氏
に
よ
り
講
演
が
行
わ
れ
た
。

〇
令
和
六
年 

第
六
十
七
回 

暁ぎ
ょ
う

天て
ん

講
座

　

八
月
二
日
、
三
日
に
暁
天
講
座
を
五
年
ぶ
り
に
開

催
し
た
。
前
年
は
感
染
症
対
策
と
し
て
、
暁
天
坐
禅

会
と
し
て
坐
禅
の
み
を
行
っ
た
が
、
今
回
よ
り
以
前

と
同
内
容
で
坐
禅
、
講
演
、
粥し

ゅ
く

座ざ

の
順
で
開
催
を
し

た
。

　

五
年
ぶ
り
の
再
開
に
あ
た
り
、
初
日
は
佐
分
宗
務

総
長
に
よ
る
挨
拶
の
後
、
江
上
教
学
部
長
に
よ
る
法

話
「
あ
り
が
と
う
の
心
」、
二
日
目
は
京
菓
子
司
俵

屋
吉
富
の
代
表
取
締
役
社
長
石
原
義
清
氏
に
よ
る
講

演
「
お
盆
の
御
菓
子
」
が
そ
れ
ぞ
れ
行
わ
れ
、
連
日

多
数
の
方
が
参
加
さ
れ
た
。

〇
同
宗
連
第
一
連
絡
会

　

九
月
十
八
日
、
本
願
寺
派
聞
法
会
館
三
階
研
修
室

（
京
都
市
下
京
区
）
に
於
い
て
令
和
六
年
度
第
三
回

同
宗
連
第
一
連
絡
会
が
開
催
さ
れ
、
本
派
か
ら
は
須

賀
教
学
部
員
が
参
加
し
た
。
今
回
の
第
一
連
絡
会
は

第
三
連
絡
会
と
第
六
連
絡
会
と
合
同
で
開
催
さ
れ

た
。

　

常
任
会
議
の
開
催
報
告
や
各
教
団
の
情
報
交
換
等

が
終
了
後
、
講
師
に
よ
り
「
伝
統
が
継
承
す
る
!?
価

値
観
か
ら
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
を
考
え
る
」
と
い
う
テ
ー
マ

で
神
道
か
ら
見
た
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
Ｑ
同
性
婚
に
つ
い
て
の

研
修
会
が
行
わ
れ
た
。

佐分宗務総長挨拶

江上教学部長法話

石原義清氏講演

坐禅をする参加者

食前に「食事五観文」を読む参加者
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〇
令
和
六
年
度
秋
の
特
別
拝
観

　

九
月
二
十
五
日
よ
り
令
和
六
年
度
の
秋
の
特
別
拝

観
を
行
い
、
法は

っ

堂と
う

、
方ほ

う

丈じ
ょ
う

、
開か

い

山さ
ん

堂ど
う

が
十
二
月
十
五

日
ま
で
公
開
さ
れ
た
。

　

令
和
七
年
春
の
特
別
拝
観
は
、
三
月
二
十
三
日
か

ら
六
月
一
日
ま
で
、
公
開
場
所
は
法
堂
、
方
丈
、
開

山
堂
の
予
定
で
あ
る
。

〇
普
明
忌

　

相
国
寺
第
二
世
普
明
国
師
の
毎
歳
忌
法
要
が
十
月

三
日
（
宿
忌
）、
四
日
（
半
斎
）
の
両
日
に
わ
た
り

厳
修
さ
れ
た
。

　

両
日
と
も
法
堂
で
の
諷
経
の
後
、大
通
院
昭
堂（
相

国
僧
堂
内
）
に
て
諷
経
が
な
さ
れ
た
。

〇
達
磨
忌

　

十
月
五
日
、
達
磨
忌
法
要
が
執
り
行
わ
れ
、
法
堂

で
の
諷
経
が
な
さ
れ
た
。

　

達
磨
忌
は
禅
宗
の
始
祖
で
あ
る
達
磨
大
師
の
法
要

で
あ
り
、
相
国
寺
で
も
毎
年
執
り
行
わ
れ
て
い
る
。

○
愛
知
県
美
術
館
で
『
相
国
寺
展
』
開
催

　

十
月
十
日
、
名
古
屋
市
の
愛
知
県
美
術
館
で
、
承

天
閣
美
術
館
開
館
四
十
周
年
記
念
の
『
相
国
寺
展
』

開
催
に
先
立
ち
、
相
国
寺
よ
り
佐
分
宗
務
総
長
、
矢

野
大
光
明
寺
住
職
、
山
木
鹿
苑
寺
執
事
長
、
和
田
承

天
閣
美
術
館
事
務
局
長
、
澤
承
天
閣
美
術
館
参
事
を

は
じ
め
十
三
名
の
僧
侶
と
学
芸
統
括
の
高
橋
範
子
氏

が
出
向
き
、
主
催
者
、
学
芸
員
、
協
賛
、
協
力
の
各

団
体
、
各
企
業
と
共
に
記
念
法
要
、
記
者
発
表
、
内

覧
会
を
行
っ
た
。

　

翌
十
一
日
よ
り
十
一
月
二
十
七
日
ま
で
連
日
多
数

の
来
館
者
が
あ
っ
た
。

�

（
巻
頭
カ
ラ
ー
2
ペ
ー
ジ
参
照
）

〇
開
山
忌

　

開
山
夢
窓
国
師
の
毎
歳
忌
法
要
が
、
十
月
二
十
日

（
宿
忌
）、
二
十
一
日
（
半
斎
）
の
両
日
に
わ
た
り
厳

修
さ
れ
た
。
臨
黄
各
山
、
天
龍
寺
一
山
、
縁
故
他
宗

派
、
本
派
近
末
寺
院
の
各
尊
宿
に
も
ご
出
頭
を
、
第

四
教
区
若
狭
相
国
会
、
第
六
教
区
鹿
児
島
・
宮
崎
相

国
会
よ
り
合
わ
せ
て
一
四
〇
名
の
団
体
参
拝
、
法
要

参
加
を
い
た
だ
い
た
。

　

二
十
一
日
は
、
九
時
よ
り
法
堂
に
お
い
て
有
馬
管

長
に
代
わ
り
小
林
老
大
師
導
師
の
も
と
献
粥
諷
経
が

法要に出頭する天龍寺一山や本派和尚

臨済各派や他宗派僧侶、相国会会員が列席 撮影◎柴田明蘭
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は
じ
ま
り
、
諸
堂
焼
香
、
奠て

ん

供ぐ

十
八
拝
が
行
わ
れ
、

出
班
焼
香
に
引
き
続
き
楞り

ょ
う

嚴ご
ん

呪し
ゅ
う

行
導
が
厳
修
さ
れ
た
。

続
い
て
、
開
山
堂
に
て
諷
経
が
な
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
法
堂
で
は
最
後
に
総
代
、
相
国
会
の
参
列

者
と
共
に
「
般
若
心
経
」
を
諷
誦
し
、
参
列
者
の
声

が
堂
内
に
響
き
渡
っ
た
。

　

小
林
老
大
師
香
語
は
左
の
如
し
。

開
山
毎
歳
忌
香
語

夢
中
問
答
錦
文
章 

夢む

中ち
ゅ
う

問も
ん
答ど
う
は
錦に
し
きの
文ぶ
ん
章し
ょ
うな
り

便
是
大
圓
晶
痛
腸
　 

便
す
な
わ
ち

是こ
れ

大だ
い

圓え
ん

の
痛つ
う

腸ち
ょ
うを

晶あ
き
らか

に
す

月
遶
秋
承
天
卌
稔 

 

月つ
き

は
秋あ
き

を
遶
め
ぐ
り

承じ
ょ
う

天て
ん

は
四よ
ん

拾じ
ゅ
う

稔ね
ん

た
り

年
山
百
末
遠
流
芳
年
山 

年ね
ん

山ざ
ん

の
百
ひ
ゃ
く

末す
え

は
遠と
お

く
　

　
　
　
　
　
　
　
　  

芳
か
ん
ば
し
き
の

流な
が
れ
ん
こ
と
を

　
　
　
　
　
玄
徳
九
拜

　
定
中
昭
鑑

〇
令
和
六
年
「
相
国
寺
派
寺
庭
婦
人
研
修
会
」
開
催

　

十
月
二
十
四
日
、
二
十
五
日
、
第
四
十
一
回
「
寺

庭
婦
人
研
修
会
」
が
開
催
さ
れ
た
。
今
回
は
第
一
教

区
か
ら
第
六
教
区
の
各
寺
院
よ
り
十
六
名
が
参
加
し

た
。

　

初
日
は
諸
説
明
に
続
い
て
、
方
丈
に
於
い
て
佐
分

宗
務
総
長
を
導
師
に
開
講
式
を
行
い
、
一
同
で
諷
経

の
後
、本
年
も
有
馬
管
長
に
よ
る
ご
垂
訓
を
賜
っ
た
。

管
長
か
ら
は「
承
天
閣
美
術
館
開
館
四
十
周
年
記
念
」

の
事
や
名
古
屋
で
開
催
中
の
特
別
展
を
「
是
非
し
っ

か
り
と
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
」
と
の
話
を
頂
い
た
。

　

法
堂
、
方
丈
、
開
山
堂
の
拝
観
と
承
天
閣
美
術
館

『
禅
寺
の
茶
の
湯
展
』
と
に
分
か
れ
て
観
覧
後
、
須

賀
教
学
部
員
と
共
に
坐
禅
を
行
っ
た
。

　

今
回
の
講
義
で
は
、
石
川
県
珠
洲
市
の
臨
済
宗
国

泰
寺
派
吉
祥
寺
住
職
で
臨
済
宗
連
合
各
派
布
教
団
の

布
教
師
で
も
あ
る
山
田
真
隆
師
を
お
迎
え
し
、「
お

寺
で
被
災
す
る
と
い
う
こ
と
」
と
題
し
て
昨
年
元
日

に
発
生
し
た
大
地
震
発
生
時
の
様
子
や
伽
藍
の
被
災

状
況
、
そ
の
後
の
避
難
生
活
、
行
政
の
対
応
、
石
川

寺庭婦人研修会での坐禅説明吉祥寺山田真隆師の講演
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○
第
二
教
区
相
国
会　

団
体
参
拝

　

十
一
月
十
三
日
、
第
二
教
区
京
都
府
下
の
相
国
会

一
行　

三
十
六
名
が
相
国
寺
を
団
体
参
拝
さ
れ
た
。

当
日
は
、
方
丈
で
諷
経
後
、
相
国
会
副
総
裁
の
佐
分

宗
務
総
長
、
相
国
会
本
部
長
の
江
上
教
学
部
長
よ
り

挨
拶
、
書
院
で
は
須
賀
教
学
部
員
に
よ
る
坐
禅
、
荒

木
庶
務
部
員（
第
二
教
区
光
照
寺
住
職
）に
よ
り「
法

堂
・
方
丈
・
開
山
堂
」
の
拝
観
案
内
が
さ
れ
た
。

県
内
の
地
理
的
距
離
に
よ
る
温
度
差
、
備
蓄
す
べ
き

生
活
用
品
、
檀
信
徒
と
の
関
わ
り
や
県
外
避
難
を
決

断
す
る
ま
で
の
様
子
な
ど
、
経
験
者
な
ら
で
は
の
差

し
迫
っ
た
内
容
、
命
の
大
切
さ
、「
自じ

救ぐ

」
の
考
え

方
な
ど
も
交
え
て
力
強
く
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。

　

二
日
目
は
、
教
学
部
引
率
で
京
都
駅
か
ら
新
幹
線

に
乗
車
し
名
古
屋
へ
移
動
、
名
古
屋
市
の
愛
知
県
美

術
館
で
開
催
中
の
『
相
国
寺
展
』
を
観
覧
し
た
。
学

芸
員
に
よ
る
概
要
解
説
に
続
き
、館
内
に
入
っ
た
が
、

来
館
者
は
大
変
多
く
盛
況
で
あ
っ
た
。
午
後
か
ら
は

徳
川
美
術
館
を
訪
問
し
、
尾
張
徳
川
家
の
遺
品
や
併

設
の
蓬
左
文
庫
で
『
魅
惑
の
源
氏
物
語
展
』
を
観
覧

し
た
。

◇
参
加
者
名
簿
（
教
区
・
台
番
順
）

第
一
教
区�

澤　

万
里
子
・
澤　

洋
子
（
林
光
院
）

�

有
浦
ま
い
か
エ
リ
サ
（
長
得
院
）

�

中
山
恭
代
（
慈
雲
院
）

�

荒
木
寿
絵
（
光
源
院
）

�

平
塚
久
恵
（
養
源
院
）

�

江
上
正
子
（
眞
如
寺
）

第
三
教
区�

佐
々
木
恵
子
（
天
正
寺
）

第
四
教
区�

加
藤
祐
生
（
南
陽
寺
）

�

田
中
温
子
（
円
福
寺
）

�

石
崎
典
子
（
海
岸
寺
）

�

鈴
木
笑
子
（
潮
音
院
）

�

五
十
嵐
多
賀
子
（
善
應
寺
）

第
五
教
区�

延
本
美
智
子
（
本
誓
寺
）

第
六
教
区�

矢
野
志
保
（
南
洲
寺
）

�

松
本
亜
弥
（
光
明
寺
）

�

（
巻
末
カ
ラ
ー
90
～
91
ペ
ー
ジ
参
照
）

○
第
五
教
区
出
雲
相
国
会　

団
体
参
拝

　

十
月
二
十
八
日
、
第
五
教
区
島
根
県
の
出
雲
相
国

会
一
行
三
十
四
名
が
相
国
寺
を
団
体
参
拝
さ
れ
た
。

例
年
は
十
月
二
十
一
日
の
開
山
忌
に
他
教
区
と
共
に

団
体
参
拝
さ
れ
る
が
、
本
年
は
単
独
で
「
法
堂
・
方

丈
・
開
山
堂
」
の
特
別
拝
観
を
し
て
頂
い
た
。

団体参拝された第二教区支部の皆様
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◆
毎
月
第
二
・
第
四
日
曜
日
開
催

（
※
一
月
第
二
、
八
月
第
二
・
第
四
、
十
二
月
第
四
日
曜
日
は
休
会
で
す
）

　

※
行
事
等
の
為
、
予
告
な
く
休
会
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

相
国
寺
の
維
摩
会
は
、
明
治
時
代
に
当
時
の
第
一
二
六
世
荻お

ぎ

野の

独ど
く

園お
ん

住
職
が
、
主
に
在
家
を
対
象
と
し
て
始
め

た
坐
禅
会
で
あ
り
、
以
来
歴
代
の
相
国
寺
住
職
が
指
導
に
あ
た
っ
て
き
ま
し
た
。
第
二
次
大
戦
中
よ
り
戦
後
昭

和
三
十
八
年
頃
ま
で
は
、
相
国
寺
塔
頭
大
光
明
寺
で
開
催
さ
れ
、
そ
れ
以
降
は
再
び
本
山
で
の
開
催
と
な
り
、

現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

維
摩
会
の
名
称
の
由
来
は
、
経
典
『
維ゆ

い

摩ま

経き
ょ
う

』
の
主
人
公
で
、
在
家
で
あ
り
な
が
ら
釈
迦
の
弟
子
と
な
っ
た
古

代
イ
ン
ド
の
維
摩
居
士
か
ら
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。

会　

場
：
相
国
寺　

本
山
大
書
院

時　

間
：
午
前
九
時
よ
り
十
一
時
迄

内　

容
：
坐
禅
（
九
時
～
十
時
半
）

　
　
　
　

法
話
（
十
時
半
～
十
一
時
）

注
意
点
：�

当
日
は
八
時
五
十
分
ま
で
に
必
ず
お
集
ま
り
下
さ
い
。
十
人
以
上
で
参
加
の
際
は
、
前
日
ま
で
に
電

話
連
絡
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

　
　
　
　
（
電
話
〇
七
五-

二
三
一-

〇
三
〇
一
）

　
　
　
　

�

先
着
順
に
受
付
し
、
満
員
の
場
合
は
や
む
な
く
お
断
り
す
る
場
合
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ

め
ご
了
承
下
さ
い
。

威　

儀
：�

服
装
は
楽
で
ゆ
っ
た
り
と
し
た
も
の
が
望
ま
し
い
。
肌
の
露
出
が
多
い
服
や
フ
ー
ド
付
き
の
上
着
、

ス
カ
ー
ト
、
硬
い
素
材
（
デ
ニ
ム
な
ど
）
は
避
け
て
下
さ
い
。

本
山
維ゆ

い

摩ま

会か
い

坐
禅
会
の
ご
案
内

◆
開
催
予
定
日
（
八
月
、
十
二
月
は
休
会
で
す
）

　

令
和
七
年
一
月
十
一
日
（
土
）、
二
月
八
日
（
土
）、
三
月
八
日
（
土
）、
四
月
十
二
日
（
土
）

　
　
　
　
　

五
月
十
日
（
土
）、
六
月
十
四
日
（
土
）、
七
月
十
二
日
（
土
）

　
　
　
　
　

九
月
十
三
日
（
土
）、
十
月
十
一
日
（
土
）、
十
一
月
八
日
（
土
）

会　

場
：
相
国
寺
東
京
別
院　

方
丈
・
客
殿

時　

間
：
午
前
十
時
半
よ
り
十
二
時
迄

内　

容
：
坐
禅
、『
証し

ょ
う

道ど
う

歌か

』
講
話
、
茶
礼

威　

儀
：�

服
装
は
楽
で
ゆ
っ
た
り
と
し
た
も
の
が
望
ま
し
い
。
肌
の
露
出
が
多
い
服
や
フ
ー
ド
付
き
の
上
着
、

ス
カ
ー
ト
、
硬
い
素
材
（
デ
ニ
ム
な
ど
）
は
避
け
て
下
さ
い
。（
更
衣
室
あ
り
）

※
最
新
の
情
報
は
、相
国
寺
派
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、相
国
寺
東
京
別
院（
電
話
〇
三
─
三
四
〇
〇
─
五
八
五
八
）

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

東
京
維ゆ

い

摩ま

会か
い

東京維摩会会場　方丈・客殿　玄関
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教
区
だ
よ
り

第
一
教
区

〇「
和
敬
学
園
」
百
周
年
記
念
式
典
開
催

　

十
月
十
四
日
、
社
会
福
祉
法
人
の
衆
善
会
「
和
敬

学
園
」（
理
事
長
は
慈
雲
院
草
場
周
啓
住
職
）
が
創

立
百
周
年
記
念
式
典
を
市
内
の
ブ
ラ
イ
ト
ン
ホ
テ
ル

で
開
催
し
、
森
清
範
清
水
寺
貫
主
は
じ
め
和
敬
学
園

関
係
各
位
が
出
席
さ
れ
、
は
じ
め
に
有
馬
賴
底
管
長

猊
下
の
ビ
デ
オ
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
よ
る
御
祝
辞
を
賜
り
、

続
け
て
佐
分
宗
順
宗
務
総
長
よ
り
祝
辞
を
賜
り
ま
し

た
。

　

長
ら
く
学
園
に
対
し
貢
献
さ
れ
た
関
係
者
へ
感
謝

状
と
記
念
品
の
授
与
式
の
後
、
記
念
講
演
の
講
師
と

し
て
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
常
務
理
事
の
冷
泉
貴
実

子
氏
が
「
和
歌
に
詠
ま
れ
た
四
季
」
と
題
し
て
御
講

演
い
た
だ
き
、
氏
の
蘊う

ん

蓄ち
く

の
深
さ
に
一
同
感
銘
を
受

け
拝
聴
し
ま
し
た
。
第
二
部
で
は
、
和
敬
学
園
の
園

児
に
よ
る
ダ
ン
ス
や
合
唱
が
披
露
さ
れ
、
記
念
式
典

は
盛
大
に
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。

　

創
立
百
周
年
を
無
事
迎
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た

の
は
、正
に
関
係
各
位
皆
様
の
ご
協
力
の
お
陰
様
と
、

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

�

撮
影
◎
柴
田
明
蘭

祝辞を述べた佐分宗務総長

時雨亭文庫の冷泉貴美子氏による記念講演

学園貢献者へ記念品を贈呈する草場理事長

○
妙
音
堂
お
火
焚
祭
法
要

　

十
一
月
二
十
七
日
、大
光
明
寺
（
矢
野
謙
堂
住
職
）

の
飛
び
地
境
内
で
京
都
市
上
京
区
出
町
に
あ
る
妙
音

弁
財
天
堂
で
、
秋
季
お
火
焚
祭
が
開
催
さ
れ
、
第
一

教
区
よ
り
江
上
正
道
眞
如
寺
住
職
、
中
山
周
真
慈
雲

院
副
住
職
、
第
三
教
区
よ
り
佐
々
木
奘
堂
天
正
寺
住
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は
じ
め
に
大
應
寺
久
山
弘
祐
住
職
導
師
の
も
と
、

般
若
心
経
・
開
甘
露
門
を
読
誦
し
た
。
次
に
総
会
に

入
り
山
本
英
生
支
部
長
か
ら
前
年
度
の
事
業
報
告
が

な
さ
れ
、
今
後
の
活
動
等
に
つ
い
て
協
議
し
た
。
相

国
会
第
二
教
区
支
部
会
則
の
見
直
し
と
本
山
団
体
参

拝
の
要
望
が
あ
っ
た
。
会
議
後
は
懇
親
会
を
開
き
親

睦
を
深
め
た
。

相国会第二教区支部総会

総会前に行われた諷経

総会の様子

第
二
教
区

○
相
国
会
第
二
教
区
支
部
総
会

　

六
月
二
十
二
日
、
大
應
寺
（
京
都
市
上
京
区
）
に

お
い
て
相
国
会
第
二
教
区
支
部
総
会
が
二
十
六
名
の

参
加
を
得
て
開
催
さ
れ
た
。

職
、お
よ
び
相
国
僧
堂
よ
り
雲
衲
二
名
が
出
頭
し
た
。

　

法
要
に
先
立
ち
、
岐
阜
県
妙
心
寺
派
明
鏡
寺
々
庭

田
中
旭
泉
氏
に
よ
る
筑
前
琵
琶
の
奉
納
演
奏
、
続
い

て
一
般
財
団
法
人
「
游
神
会
」
代
表
理
事
珠
寶
氏
に

よ
る
献
花
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
境
内
に
積
ま
れ
た
護

摩
木
に
、拝
殿
か
ら
移
さ
れ
た
御
神
火
が
点
火
さ
れ
、

矢
野
住
職
導
師
の
も
と
大
般
若
法
要
が
厳
修
さ
れ
た
。

法
要
後
は
拝
殿
前
で
住
職
に
よ
る
法
話
が
あ
り
、
続

い
て
境
内
に
あ
る
豊
川
稲
荷
社
に
お
い
て
般
若
心
経

と
豊
川
稲
荷
ご
真
言
が
唱
え
ら
れ
た
。
そ
の
後
再
び

拝
殿
前
に
お
い
て
、
住
職
が
大
般
若
経
本
で
参
拝
者

一
人
ひ
と
り
に
、
厄
除
け
肩
叩
き
の
加
持
を
お
こ
な

っ
た
。

　

本
年
の
干
支
は
巳
年
と
い
う
こ
と
で
、
弁
財
天
を

祀
る
寺
社
仏
閣
は
メ
デ
ィ
ア
の
関
心
も
高
く
、
特
に

妙
音
堂
で
は
二
〇
一
三
年
の
巳
年
か
ら
始
め
た
「
巳

の
日
法
要
」（
毎
年
五
月
巳
の
日
開
催
）
が
、
干
支

一
巡
の
記
念
の
年
を
迎
え
た
。

秋の弁財天法要に合わせて行われる御火焚
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第
三
教
区

○
法
雲
寺
大
塚
前
住
職
大
祥
忌

　

当
日
は
大
塚
師
法
縁
の
松
蔭
寺
宮
本
圓
明
老
大
師

は
じ
め
臨
済
僧
堂
会
下
や
縁
故
寺
院
諸
老
宿
、
本
派

よ
り
同
教
区
の
福
圓
寺
大
谷
昌
弘
師
、
大
塚
師
徒
弟

の
第
四
教
区
南
陽
寺
加
藤
幹
人
師
、
法
類
の
第
一
教

区
瑞
春
院
副
住
職
須
賀
集
信
師
、
苔
縄
自
治
会
会
長

ほ
か
役
員
、
檀
信
徒
や
赤
松
家
末
裔
縁
者
に
出
頭
、

参
列
し
て
い
た
だ
き
、
本
堂
で
兼
務
住
職
を
導
師
に

諷
経
と
出
斎
を
し
て
無
事
終
了
し
た
。

○
法
雲
寺
ゆ
か
り
赤
松
家
「
赤
松
サ
ミ
ッ
ト
」
と 

法
雲
寺
大
掃
除
の
会

　

十
一
月
十
七
日
、
兵
庫
県
神
崎
郡
市
川
町
の
市
川

町
文
化
セ
ン
タ
ー
で
、
第
一
回
「
赤
松
サ
ミ
ッ
ト
」

が
開
催
さ
れ
、
法
雲
寺
の
江
上
正
道
兼
務
住
職
と
第

四
教
区
南
陽
寺
加
藤
幹
人
師
、
第
一
教
区
瑞
春
院
副

住
職
須
賀
集
信
師
が
参
加
し
た
。

　

播
磨
国
守
護
だ
っ
た
赤
松
則
村
公
（
法
名
円
心
・

一
二
七
七
～
一
三
五
〇
）
は
法
雲
寺
の
開
基
で
、
境

内
に
は
木
像
や
供
養
塔
が
あ
り
、
白
旗
城
が
あ
る
上

郡
町
を
は
じ
め
但
馬
か
ら
播
磨
一
帯
に
は
赤
松
一
族

　

六
月
二
十
七
日
、
法
雲
寺
（
兵
庫
県
赤
穂
郡
上
郡

町
苔
縄
・
江
上
正
道
兼
務
住
職
）
に
お
い
て
、
大
塚

月
潭
前
住
職
の
大
祥
忌
が
執
り
行
わ
れ
た
。

ゆ
か
り
の
地
が
多
い
。
今
回
の
サ
ミ
ッ
ト
は
、
赤
松

家
の
顕
彰
と
ま
ち
づ
く
り
を
考
え
る
交
流
会
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
赤
松
家
末
裔
の
方
や
関
係
者
が
参
加

さ
れ
、
別
府
大
学
の
赤
松
秀
亮
氏
の
基
調
講
演
や
グ

ル
ー
プ
ワ
ー
ク
が
行
わ
れ
た
。

法要参列者

大祥忌諷経

サミットで法雲寺について話す江上兼務住職
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第
四
教
区

○
若
狭
相
国
会　

役
員
会

　

六
月
十
一
日
、
眞
乗
寺
に
於
い
て
開
催
し

た
。
相
国
会
本
部
役
員
会
の
報
告
。

○
宗
務
支
所　

支
所
会

　

七
月
九
日
、眞
乗
寺
に
於
い
て
開
催
し
た
。

お
盆
の
日
程
調
整
、
開
山
忌
団
参
に
つ
い
て

協
議
し
た
。

○
正
善
寺
閑
栖
和
尚
津
送

　

十
月
一
日
、
正
善
寺
（
大
飯
郡
高
浜
町
薗

部
・
頴
川
孝
生
住
職
）
に
於
い
て
前
住
職
の

原
田
忠
俊
閑
栖
和
尚
津
送
並
び
に
新
忌
斎
を

厳
修
し
た
。師
は
昭
和
五
年
の
お
生
ま
れ
で
、

昭
和
三
十
二
年
に
当
寺
の
住
職
に
就
任
さ
れ
、

平
成
十
七
年
に
退
任
さ
れ
る
ま
で
長
き
に
わ

た
っ
て
寺
門
興
隆
に
務
め
ら
れ
た
。
当
日
は

法
類
寺
院
・
檀
信
徒
が
多
数
参
列
し
た
。

正善寺閑栖津送法要

　

翌
十
八
日
に
は
、
法
雲
寺
に
て
数
年
間
出

来
て
い
な
か
っ
た
坐
禅
堂
や
円
心
堂
の
掃
除

を
行
い
、
上
郡
町
地
域
起
こ
し
協
力
隊
や
町

在
住
の
方
、
赤
松
家
末
裔
の
方
、
サ
ミ
ッ
ト

参
加
の
方
を
は
じ
め
有
志
の
皆
様
に
協
力
い

た
だ
い
た
。

　

上
郡
町
民
か
ら
も
法
雲
寺
坐
禅
堂
活
用
に

つ
い
て
の
打
診
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
今
後
は

赤
松
家
顕
彰
活
動
と
も
連
携
し
、引
き
続
き
、

地
元
行
政
や
地
域
起
こ
し
協
力
隊
と
も
協
力

し
、
宗
門
の
み
な
ら
ず
広
く
一
般
に
坐
禅
会

な
ど
で
活
用
す
る
機
会
を
作
り
、
布
教
活
動

と
地
域
交
流
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
な
る
よ
う

な
模
索
を
し
て
ま
い
り
た
い
。

【
坐
禅
堂
の
活
用
に
関
す
る�

お
問
い
合
わ
せ
】

相
国
寺
派
宗
務
本
所
内

�

教
学
部 

担
当 

江
上
ま
で

電
話　

０
７
５-

２
３
１-

０
３
０
１

E-m
ail

：kyogaku@
shokoku-ji.jp

坐禅堂掃除

円心堂掃除焼香する参列者
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○
相
国
寺
開
山
忌　

団
体
参
拝

　

十
月
二
十
一
日
、
バ
ス
三
台
に
九
十
九
人
が
分
乗

し
早
朝
出
発
し
、
本
山
相
国
寺
へ
団
体
参
拝
し
た
。

到
着
し
て
、
法
堂
に
案
内
い
た
だ
き
、
半
斎
法
要
に

参
列
、
最
後
に
は
在
家
者
全
員
で
「
般
若
心
経
」
を

読
経
し
た
。

　

そ
の
後
、
東
寺
（
教
王
護
国
寺
・
京
都
市
南
区
）

を
参
拝
、境
内
は
弘
法
市
で
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
た
。

第
五
教
区

○
住
職
交
代
の
お
知
ら
せ

　

●�

本
誓
寺
住
職
が
交
代
致
し
ま
し
た
。
延
本
輝
典

和
尚
が
、
檀
信
徒
の
皆
様
よ
り
惜
し
ま
れ
つ
つ

退
任
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
新
た
に
大

本
山
相
国
寺
よ
り
辞
令
が
下
り
、
令
和
五
年
十

二
月
一
日
付
で
延
本
秀
道
和
尚
が
檀
信
徒
の
信

任
の
も
と
、
住
職
と
し
て
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

　

●�

霊
雲
寺
住
職
が
交
代
致
し
ま
し
た
。
三
代
政
道

和
尚
が
、
檀
信
徒
の
皆
様
よ
り
惜
し
ま
れ
つ
つ

退
任
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
新
た
に
大

本
山
相
国
寺
よ
り
辞
令
が
下
り
、
令
和
六
年
六

月
一
日
付
で
三
代
積
峰
和
尚
が
檀
信
徒
の
信
任

の
も
と
、
住
職
と
し
て
就
任
さ
れ
ま
し
た
。

〇
出
雲
相
国
会
三
役
会

　

八
月
三
日
、
富
田
寺
で
開
催
致
し
ま
し
た
。
こ
の

会
議
で
は
、「
坐
禅
会
」
や
「
本
山
団
体
参
拝
」
に

つ
い
て
協
議
致
し
ま
し
た
。

〇
坐
禅
会

　

八
月
二
十
四
日
、
午
前
七
時
、
本
誓
寺
本
堂
で
坐

禅
を
行
い
ま
し
た
。午
前
六
時
頃
に
役
員
が
集
ま
り
、

六
時
半
に
本
誓
寺
本
堂
前
庭
で
ラ
ジ
オ
体
操
を
し
て

体
を
ほ
ぐ
し
、
続
い
て
本
堂
に
上
が
り
坐
禅
を
行
い

ま
し
た
。
参
加
者
の
多
く
が「
初
め
て
坐
禅
を
行
う
」

を
前
提
に
、
三
回
に
分
け
て
少
し
ず
つ
時
間
を
延
ば

し
な
が
ら
無
理
の
な
い
程
度
で
行
い
ま
し
た
。
坐
禅

会
場
と
な
っ
た
本
誓
寺
は
、
山
の
麓
に

位
置
し
て
お
り
、
駐
車
場
よ
り
少
し
見

上
げ
る
高
さ
に
あ
る
お
寺
で
、
山
間
よ

り
い
で
る
朝
日
を
浴
び
な
が
ら
、
格
別

な
想
い
で
坐
る
事
が
で
き
ま
し
た
。

○
雲
州
一
派
第
一
回
住
職
会

　

十
月
十
日
、
午
前
九
時
四
十
五
分
、

富
田
寺
書
院
に
て
第
五
教
区
ご
寺
院
様

が
揃
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
行
い
ま
し
た
。

こ
の
会
議
は
、
支
所
長
よ
り
今
後
の
教

区
行
事
に
つ
い
て
ご
報
告
を
行
い
、
ご

寺
院
様
の
ご
意
見
を
い
た
だ
く
形
で
行

い
ま
し
た
。
主
と
な
る
行
事
内
容
は
、

団
体
参
拝
と
巡
教
で
、
前
者
の
令
和
六

年
度
本
山
団
体
参
拝
は
例
年
、
本
山
相

国
寺
開
山
忌
を
目
安
に
計
画
し
て
い
ま

し
た
が
、
今
年
は
干
支
に
因
ん
で
『
本

山
法
堂
の
天
井
画
「
蟠
龍
図
」
を
静
か

な
空
間
で
拝
観
す
る
』
を
テ
ー
マ
に
企

第五教区坐禅会

第五教区ラジオ体操



5657

画
し
、
現
在
の
参
加
者
数
と
行
程
表
に

つ
い
て
お
話
し
を
致
し
ま
し
た
。
後
者

の
令
和
七
年
春
の
巡
教
に
つ
い
て
は
、

派
遣
さ
れ
る
巡
教
師
が
未
定
で
あ
っ
た

為
、
日
程
表
を
お
配
り
し
て
検
討
を
お

願
い
致
し
ま
し
た
。

○
雲
州
一
派
開
山
和
尚
法
要

　

十
月
十
日
、
第
一
回
住
職
会
を
終
え
て
か
ら
開
催
致
し
ま
し

た
。
開
山
忌
法
要
は
昨
年
同
様
、
第
五
教
区
各
ご
寺
院
様
、
出

雲
相
国
会
理
事
様
、
富
田
寺
理
事
様
の
二
十
一
名
ほ
ど
の
参
加

で
、
経
前
茶
礼
に
始
ま
り
そ
の
後
、
富
田
寺
本
堂
で
九
拝
式
に

て
営
み
ま
し
た
。
雲
州
一
派
開
山
塔
参
拝
は
、
富
田
寺
本
堂
西

側
室
内
よ
り
礼
拝
棚
を
設
け
て
塔
参
と
致
し
ま
し
た
。

第五教区住職会

雲州一派開山忌

令
和
六
年
度
（
雪
安
居
）　

相
国
僧
堂 

在
錫
者
名
簿

京
都
（
相
国
）
大
通
院
徒　

日
比
野
宗
訓

滋
賀
（
大
徳
）
福
聚
院
徒　

佐
藤
宗
淳

京
都
（
相
国
）
大
通
院
徒　

長
尾
謙
伸

大本山相国寺開山忌団参

第
六
教
区

○
相
国
寺
開
山
忌
団
体
参
拝

　

十
月
二
十
一
日
、
本
山
で
厳
修
さ
れ
た

開
山
忌
に
、
相
国
寺
派
第
六
教
区
か
ら
良

福
寺
住
職
・
檀
信
徒
二
十
二
名
、
西
林
院

檀
信
徒
の
桑
山
家
五
名
の
総
勢
二
十
七
名

に
て
参
拝
い
た
し
ま
し
た
。
天
候
に
も
恵

ま
れ
荘
厳
な
雰
囲
気
の
中
で
開
山
忌
法
要

が
執
り
行
わ
れ
、
団
参
一
同
そ
の
深
い
歴

史
と
継
が
れ
て
き
た
法
灯
に
大
変
感
激
さ

れ
て
お
り
ま
し
た
。

　

良
福
寺
団
参
は
二
泊
三
日
の
旅
程
の
中

で
、
鹿
苑
寺
・
天
龍
寺
等
を
巡
り
祖
師
の

足
跡
を
辿
る
大
変
有
意
義
な
旅
と
な
り
ま

し
た
。
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教
化
活
動
委
員
会
活
動
報
告�

教
化
活
動
委
員
会
委
員
長　

佐
分
宗
順

研
修
会

【
現
代
問
題
研
究
】

　

令
和
六
年
度
後
半
の
現
代
問
題
研
修
会
は
、
引
き
続
き
京
都
仏
教
会
と
の
共
同
研
究
と
し
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済

の
問
題
に
つ
い
て
、
信
教
の
自
由
と
の
関
係
を
よ
り
緻
密
に
検
証
し
な
が
ら
、
寺
院
側
主
導
の
健
全
な
シ
ス
テ
ム
を
具

体
的
に
構
築
す
る
た
め
の
作
業
を
進
め
て
お
り
ま
す
が
、
今
年
度
中
を
め
ど
に
完
成
を
目
指
し
ま
す
。

【
相
国
寺
研
究
】

　

今
年
度
の
研
修
会
の
予
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
元
年
度
に
開
催
し
た
研
修
会
「
禅
の
特
徴
」
講
師　

小
川　

隆
氏　

講
義
録

　

発
刊
が
遅
れ
て
お
り
ま
す
が
、
前
回
ご
報
告
し
た
と
お
り
、
講
義
を
基
に
大
幅
な
訂
正
を
加
え
て
、
春
秋
社
よ
り
一

般
図
書
と
し
て
発
行
が
予
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
今
回
は
春
秋
社
の
本
を
持
っ
て
教
化
活
動
委
員
の
講
義
録
に
替
え
た

い
と
思
い
ま
す
。
発
行
日
は
現
在
未
定
で
す
が
、
で
き
あ
が
り
次
第
相
国
寺
派
寺
院
に
配
布
す
る
予
定
で
す
。

●�

相
国
寺
史
編
纂
室
が
調
査
し
、
ま
と
め
た
相
国
寺
本
坊
、
鹿
苑
寺
、
慈
照
寺
を
は
じ
め
、
各
塔
頭
寺
院
の
文
書
及
び

什
物
の
検
索
シ
ス
テ
ム
が
完
成
間
近
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
後
の
相
国
寺
研
究
が
進
展
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

【
出
版
案
内
】

「
宗
教
に
対
す
る
国
家
の
干
与
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」

　

目
次

＊
第
一
回
共
同
研
究
会　

令
和
五
年
五
月
二
十
三
日
（
火
）　

於
：
東
京　

創
価
大
学�

東
洋
哲
学
研
究
所

　

テ
ー
マ　

旧
統
一
教
会
問
題
を
め
ぐ
っ
て

　

一
、
寄
附
新
法
の
問
題
点

　
　
　
　
　

京
都
仏
教
会
宗
教
と
社
会
研
究
実
践
セ
ン
タ
ー
所
長　
　
　

櫻
井
圀
郎

　

二
、
マ
イ
ン
ド
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て

　
　
　
　
　

東
洋
哲
学
研
究
所　

委
嘱
研
究
員　

弁
護
士　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
村　

亮

　

三
、
宗
教
２
世
問
題
に
つ
い
て
（
こ
ど
も
家
庭
庁
「
事
務
連
絡
」
を
射
程
に
入
れ
て
）

　
　
　
　
　

東
洋
哲
学
研
究
所　

委
嘱
研
究
員　

弁
護
士　
　
　
　
　
　

小
松
健
治

質
疑
応
答

資　
　

料

＊
第
二
回
共
同
研
究
会　

令
和
五
年
十
月
三
十
日
（
月
）　

於
：
京
都　

大
本
山
相
国
寺　

承
天
閣
美
術
館

　

テ
ー
マ　

宗
教
法
人
に
対
す
る
課
税
論
議
を
め
ぐ
っ
て

　

宗
教
法
人
に
対
す
る
法
人
課
税
の
ゆ
く
え　
　

─
「
公
益
」
に
よ
る
個
別
審
査
論
の
問
題
性
─

　
　
　
　
　

京
都
仏
教
会　

宗
教
と
社
会
研
究
実
践
セ
ン
タ
ー
主
任
研
究
員　

田
中　

治

質
疑
応
答

資　
　

料

発
行
日　

二
〇
二
四
年
六
月
一
日

編
集
発
行　

京
都
仏
教
会　

宗
教
と
社
会
研
究
実
践
セ
ン
タ
ー

公
益
財
団
法
人　

東
洋
哲
学
研
究
書

印
刷　

株
式
会
社　

精
巧
社
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現
在
の
相
国
寺
に
は
、
山
外
塔
頭
で
あ
る
鹿
苑
寺
・

慈
照
寺
・
眞
如
寺
を
合
わ
せ
て
十
五
ヵ
寺
の
塔
頭
が
存

在
し
ま
す
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
の
延
享
三
年
（
一
七

四
六
）
に
幕
府
へ
提
出
さ
れ
た
末
寺
台
帳
で
あ
る
「
禅

家
済
家
五
山
相
国
寺
本
末
牒
」
に
は
四
十
八
ヵ
寺
の
塔

頭
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
数
多
く
存
在
し
た
塔
頭

が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
現
在
の
数
に
ま
で
減
っ
て
し
ま

っ
た
の
か
、
そ
の
経
緯
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

相
国
寺
の
塔
頭
は
、
江
戸
時
代
末
ま
で
基
本
的
に
四

十
八
ヵ
寺
を
保
っ
て
い
ま
し
た
。
天
明
八
年
（
一
七
八

八
）
に
発
生
し
た
天
明
の
大
火
で
は
、
東
は
鴨
川
、
西

は
千
本
通
、
北
は
鞍
馬
口
通
、
南
は
六
条
に
囲
ま
れ
た

市
街
地
が
ほ
ぼ
焼
失
し
て
お
り
、
相
国
寺
に
お
い
て
焼

け
残
っ
た
の
は
法
堂
・
浴
室
と
塔
頭
九
ヵ
寺
の
み
で
し

た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
相
国
寺
は
年
貢
減
少
な
ど

が
原
因
で
財
政
難
に
苦
し
ん
で
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

寛
政
三
年
（
一
七
九
一
）
に
は
「
境
内
坪
数
并
諸
建
物
」

と
い
う
再
建
を
目
的
と
す
る
図
面
を
ほ
ぼ
全
て
の
塔
頭

が
作
成
し
て
い
ま
す
。
幕
府
か
ら
与
え
ら
れ
た
一
七
六

二
石
余
り
の
寺
領
は
各
塔
頭
に
配
分
さ
れ
て
い
る
の
で
、

そ
の
名
目
上
、
塔
頭
を
焼
失
し
た
ま
ま
放
置
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

塔
頭
数
減
少
の
原
因
と
な
っ
た
の
は
、明
治
四
年（
一

相
国
寺
史
編へ
ん

纂さ
ん

室し
つ

だ
よ
り 

─
明
治
初
期
に
お
け
る
塔
頭
の
減
少
─

【
出
版
物
の
ご
紹
介
】

『
相
国
寺
史
』
第
二
巻　

資
料
編
中
世
二

　
　
　
　
　
　

相
国
寺
史
編
纂
委
員
会
編　

原
田
正
俊
・
伊
藤
真
昭
監
修

　
　
　
　
　
　

二
〇
二
三
年
一
月
三
十
一
日
発
行

発
行
所　

法
蔵
館　
　

定
価
九
〇
〇
〇
円
＋
税

内
容　

応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
～
永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）
の
史
料
を

編
年
体
に
ま
と
め
て
掲
載

『
相
国
寺
史
』
を
お
求
め
の
際
は
、
お
近
く
の
書
店
も
し
く
は
法
蔵
館
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

過
去
に
発
行
し
た
各
講
座
お
よ
び
研
修
会
の
『
講
義
録
』
を
ご
希
望
の
方
は
、一
冊
に
つ
き
手
数
料
一
千
円
を
添
え
、

左
記
の
相
国
寺
派
宗
務
本
所
内
教
化
活
動
委
員
会
宛
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

各
講
座
の
参
加
申
し
込
み
や
既
刊
の
『
講
義
録
』
リ
ス
ト
は
、
相
国
寺
派
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
資
料
室
」・「
書
籍
案

内
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

◆
申
込
先　
相
国
寺
教
化
活
動
委
員
会

〒
六
〇
二
─
〇
八
九
八　

京
都
市
上
京
区
今
出
川
通
烏
丸
東
入
相
国
寺
門
前
町
七
〇
一

電
話　

〇
七
五
─
二
三
一
─
〇
三
〇
一　
　

Ｆ
Ａ
Ｘ　

〇
七
五
─
二
一
二
─
三
五
九
一

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　
（https://w

w
w

.shokoku-ji.jp

）
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八
七
一
）
一
月
五
日
に
新
政
府
よ
り
発
せ
ら
れ
た
寺
社

領
の
没
収
令
で
あ
る
上
知
令
で
す
。
上
知
令
に
よ
り
相

国
寺
は
寺
領
を
没
収
さ
れ
、
維
持
で
き
な
く
な
っ
た
塔

頭
の
廃
寺
が
進
み
ま
す
。
明
治
六
年
二
月
に
作
成
さ
れ

た
「
相
国
寺
派
廃
止
寺
名
取
調
帳
」
で
は
、
鹿
苑
院
・

亨
川
軒
な
ど
十
七
ヵ
寺
の
塔
頭
が
廃
絶
し
た
と
記
録
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
と
き
廃
絶
し
た
劫
外
軒
の
建
物
や

本
尊
・
什
物
は
明
治
七
年
十
一
月
に
本
山
に
委
託
さ
れ

ま
し
た
。

　

財
政
基
盤
を
失
っ
た
相
国
寺
に
は
、
そ
の
後
も
塔
頭

を
再
建
す
る
余
力
は
な
く
、大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）

の
「
臨
済
宗
相
国
寺
派
寺
籍
僧
籍
録
」
で
は
塔
頭
は
現

在
の
数
に
ま
で
減
少
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
何
ら
か

の
形
で
塔
頭
を
再
興
し
た
い
と
い
う
思
い
は
山
内
に
存

在
し
て
お
り
、
明
治
三
十
八
年
に
実
を
結
ぶ
こ
と
に
な

り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
明
治
十
一
年
に
荻
野
独
園
に
よ

っ
て
設
置
さ
れ
た
鹿
児
島
市
の
相
国
寺
出
張
所
を
寺
院

化
す
る
た
め
に
廃
絶
し
た
塔
頭
冷
香
軒
の
名
義
を
移
す

こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
さ
ら
に
こ
の
寺
は
南
洲
寺
と

改
称
さ
れ
る
の
で
、
名
義
移
転
は
便
宜
的
な
も
の
で
あ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
す
が
、
こ
の
と
き
京
都
府

に
提
出
さ
れ
た
「
寺
院
再
興
并
改
称
願
」
に
は
「
冷
香

軒
永
遠
維
持
ノ
方
法
モ
確
立
シ
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

出
張
所
の
寺
院
化
が
冷
香
軒
を
復
活
さ
せ
た
い
と
い
う

山
内
僧
侶
の
思
い
を
反
映
し
て
い
た
こ
と
も
う
か
が
え

る
の
で
す
。

�

（
相
国
寺
史
編
纂
室
研
究
員　

藤
田
和
敏
）

忌
　
　
名

没
　
　
年

一

周

忌
（
小し
ょ
う

祥し
ょ
う

忌き

）

令
和
六
年
（
二
〇
二
四
年
）

三

回

忌
（
大だ
い

祥し
ょ
う

忌き

）

令
和
五
年
（
二
〇
二
三
年
）

七

回

忌
（
超ち
ょ
う

祥し
ょ
う

忌き

）

平
成
三
十
一
年

令
和
元
年
（
二
〇
一
九
年
）

十
三
回
忌
（
称し
ょ
う

名み
ょ
う

忌き

）

平
成
二
十
五
年
（
二
〇
一
三
年
）

十
七
回
忌
（
慈じ

明み
ょ
う

忌き

）

平
成
二
十
一
年
（
二
〇
〇
九
年
）

二
十
三
回
忌
（
思し

実じ
つ

忌き
・念
三
回
忌
）
平
成
十
五
年
（
二
〇
〇
三
年
）

二
十
五
回
忌
（
大だ
い

士し

忌き

）

平
成
十
三
年
（
二
〇
〇
一
年
）

二
十
七
回
忌
（
念
七
回
忌
）

平
成
十
一
年
（
一
九
九
九
年
）

三
十
三
回
忌
（
冷れ
い

照し
ょ
う

忌き

）

平
成
五
年
（
一
九
九
三
年
）

五
十
回
忌
（
五
十
遠お
ん
年ね
ん
忌き

）

昭
和
五
十
一
年
（
一
九
七
六
年
）

�

※
年
忌
法
要
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
各
菩
提
寺
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

令
和
七
年（
二
〇
二
五
年
）

年
忌
早
見
表
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関西店　〒615-0022 京都市右京区西院平町25
 ライフプラザ西大路四条２階　　　　　　　　　　
 TEL（075）325-5580　　FAX（075）325-5606

関東店　〒104-0042 東京都中央区入船一丁目5番11号
 弘報ビル６階
 TEL（03）3551-5756　　FAX（03）3551-8117
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〒602-8474

TEL:075-461-0796 FAX:075-464-6717

京都市上京区千本通今出川上ル上善寺町 96

http://sentama.co.jp/
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お客さまから最も信頼される、
そして選ばれる証券会社へ

私たちは、〈みずほ〉が目指す、
「総合金融コンサルティンググループ」の唯一の総合証券会社として、
金融に関する高い専門性や質の高い商品力に磨きをかけることで、

お客さまに最良のサービスを提供できるよう、
全力で取り組んでまいります。

京都支店 TEL.075-231-8881
〒600-8008 京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20 みずほ銀行京都支店2階
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お申し込み、お問い合わせは下記まで

禅のことをもっと……

あなたが信仰されている臨済宗・黄檗宗の教理や歴史について、もっ
と知りたくありませんか？ 禅文化研究所では入門書から専門書まで
幅広く発行いたしております。

おすすめ本のご紹介

新 坐禅のすすめ 維摩経
ファンタジー

臨済宗檀信徒経典 季刊『禅文化』
定価1,320円

定価 1,430円
定価 715～880円
（数量によって価格変更あり）

年間購読料
　　     5,280 円

書店やネットでも購入できます。価格はいずれも税込みです。

公益財団法人  禅文化研究所
〒604-8456 京都市中京区西ノ京壺ノ内町 8-1 花園大学内
メール : sales@zenbunka.or.jp

075-811-5189TEL 

075-811-1432FAX 

檀信徒向け会報（A5　広告タイプ）

● 編 集 後 記 ●

◇「新年おめでとうございます」という新春の祝語を交わしていた昨年元日の午
後に、能登半島を中心に大変大きな地震が発生し、また９月のお彼岸には大雨に
よる土砂災害が同地を再び襲いました。他にも長期間に及ぶ酷暑日は、大変身体
に堪えるものであったため記憶に新しいところです。改めて、被災された方々へ
お見舞い申し上げます。

◇いずれ発生すると言われる「南海トラフ巨大地震」をはじめ、わが国では多く
の災害と隣り合わせでありますが、それらへの備え、防災・減災対策について再
び考えさせられたのは、去る10月下旬に開催した「相国寺派寺庭婦人研修会」で
の講演です。講師には昨年元日の地震で被災され、避難生活をされている石川県
珠洲市の臨済宗国泰寺派のご住職をお招きしましたが、実体験に基づく当日の様
子や避難所の状況、その後の生活、被災した檀信徒とお寺の関わり、心のケアな
どついて話を伺うことが出来ました。

◇私たちは古来より数多くの天災を経験し、その都度祈りをささげてまいりました。
その祈りは仏心の中で生まれ、仏心の中に生き、ひとときも離れることはないも
のです。祈りとは「一心に念ずること」であり、それが私たちにとって本来持ち
合わせている「真心」「智慧」でありましょう。

◇相国会会員の皆様とは、10月21日の「開山忌法要」において第４教区、第６教
区様と、また第２教区、第５教区の皆様とは団体拝観でお参りいただき、それぞ
れお目にかかる機会がございました。本年もお待ち申し上げております。

◇また冒頭に有馬管長からいただいた御挨拶にもありましたが、承天閣美術館開
館40周年事業は昨年の愛知に引き続き本年も継続され、東京と札幌でも『相国寺展』
が開催されます。より多くの皆さまに相国寺の歴史や伝来する宝物に触れていた
だく機会になると存じます。

◇本誌第123号も、挨拶文、円明法話、各原稿記事、写真、広告などを御寄稿いた
だいた皆様の協力により無事発刊することが出来ました。巳年の平穏と相国会会
員の皆様、本派各ご寺院、また関係各位の安寧を祈念いたします。本年もよろし
くお願い申し上げます。� （江上正道　記）

　　　　　
令和7年（2025）正月号（第123号）
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■
公
開
期
間�

２
０
２
５
年
１
月
10
日
㊎
～
３
月
18
日
㊋

�

鹿
苑
寺（
金
閣
寺
）
は
、
２
月
８
日
㊏
～
３
月
18
日
㊋
の
公
開

�

慈
照
寺（
銀
閣
寺
）
は
、
２
月
８
日
㊏
～
３
月
16
日
㊐
の
公
開

�

・
期
間
・
時
間
・
料
金
等
の
詳
細
は
各
公
開
箇
所
欄
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

	

・
法
要
や
悪
天
候
等
、
都
合
に
よ
り
拝
観
で
き
な
い
日
や
時
間
帯
が
生
じ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

	

・
最
新
情
報
は
京
都
観
光
Ｎ
ａ
ｖ
ｉ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
京
の
冬
の
旅
」
で
ご
確
認
下
さ
い
。

■
公
開
時
間�

10
：
00
～
16
：
30
（
16
：
00
受
付
終
了
）

■
料　
　

金�

１
ヶ
所 

８
０
０
円（
一
部
団
体
割
引
あ
り
）

❖
お
問
い
合
わ
せ
：
「
京
の
冬
の
旅
」
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　

Ｔ
Ｅ
Ｌ　

０
７
５
─
５
８
５
─
５
１
８
１

　
（
２
０
２
４
年
11
月
中
旬
～
２
０
２
５
年
３
月
18
日
ま
で
の
９
：
00
～
17
：
00　

12
月
29
日
～
１
月
３
日
休
）

　

主
催
：
各
公
開
寺
院
・
京
都
市
・
公
益
社
団
法
人
京
都
市
観
光
協
会
（
Ｄ
Ｍ
Ｏ�

Ｋ
Ｙ
Ｏ
Ｔ
Ｏ
）

　

後
援
：
公
益
財
団
法
人
京
都
市
文
化
観
光
資
源
保
護
財
団

「
世
界
遺
産
登
録
30
周
年
」

「
洛ら

く

陽よ
う

三さ
ん

十じ
ゅ
う

三さ
ん

所し
ょ

観
音
霊
場
再
興
20
周
年
」

「
古
都
京
都
の
文
化
財
」
が
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
か
ら
30
周
年

を
迎
え
る
の
を
記
念
し
て
、
世
界
遺
産
寺
院
の
通
常
非
公
開
の
文

化
財
を
特
別
公
開
。
ま
た
再
興
20
周
年
を
迎
え
る
「
洛
陽
三
十
三

所
観
音
霊
場
」
の
寺
院
に
も
ス
ポ
ッ
ト
を
あ
て
、
普
段
は
見
学
で

き
な
い
庭
園
、
仏
像
、
襖
絵
、
建
築
な
ど
様
々
な
文
化
財
が
期
間

限
定
で
特
別
公
開
さ
れ
ま
す
。

第
59
回
「
京
の
冬
の
旅
」

非
公
開
文
化
財
特
別
公
開

～
秘
め
ら
れ
た
京
の
美
を
た
ず
ね
て
～

鹿
苑
寺
（
金
閣
寺
）
慈
照
寺
（
銀
閣
寺
）

以
外
に
13
か
所
が
公
開
さ
れ
ま
す
。

※
一
部
公
開
期
間
・
時
間
・
料
金
等
が

　

異
な
り
ま
す
。

　
「
予
約
制
」
の
箇
所
も
あ
り
ま
す
の
で

　

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

建け
ん

仁に
ん

寺じ 

西せ
い

来ら
い

院い
ん

　

清き
よ

水み
ず

寺て
ら 

随ず
い

求ぐ

堂ど
う

　

頂ち
ょ
う

法ほ
う

寺じ

（
六ろ
っ

角か
く

堂ど
う

）

　

平び
ょ
う

等ど
う

寺じ

（
因い
な

幡ば

堂ど
う

）

　

地じ

蔵ぞ
う

院い
ん

（
椿つ
ば
き

寺で
ら

）

　

龍り
ょ
う

安あ
ん

寺じ 

仏ぶ
つ

殿で
ん

・
西に
し

の
庭に
わ

　

仁に
ん

和な

寺じ 

経き
ょ
う

蔵ぞ
う

・
五ご
じ
ゅ
う
の
と
う

重
塔

　

東ひ
が
し

本ほ
ん

願が
ん

寺じ 

宮み
や

御ご

殿て
ん

・
桜お
う

下か

亭て
い

　

東と
う

寺じ 

五ご
じ
ゅ
う
の
と
う

重
塔

　

醍だ
い

醐ご

寺じ 

三さ
ん

宝ぼ
う

院い
ん

【
Ｗ
Ｅ
Ｂ
予
約
優
先
制
】

　

天て
ん

龍り
ゅ
う

寺じ 

祥し
ょ
う

雲う
ん

閣か
く

・
甘か
ん

雨う

亭て
い

【
Ｗ
Ｅ
Ｂ
か
ら
の
完
全
予
約
制
】

　

僧
侶
が
ご
案
内
す
る
特
別
拝
観

　

東ひ
が
し

本ほ
ん

願が
ん

寺じ 

諸し
ょ

殿で
ん

　

西に
し

本ほ
ん

願が
ん

寺じ 

書し
ょ

院い
ん

・
経き
ょ
う

蔵ぞ
う

鹿ろ
く

苑お
ん

寺じ
（
金き
ん

閣か
く

寺じ

）方ほ
う

丈じ
ょ
う

２
月
8
日（
土
）～
３
月
18
日（
火
）の
公
開
。

慈じ

照し
ょ
う

寺じ
（
銀ぎ
ん

閣か
く

寺じ

）
本ほ
ん

堂ど
う

・
弄ろ
う

清せ
い

亭て
い

 

10：00～の部から15：30～の部 まで
　　　　　　　  １日６回設定　各所要約30分

（各回定員21名程度・受付は各回15分前から開始・完全入替制）
＊小学生未満のお客様は拝観を　ご遠慮頂く場合があります

【ご案内開始時間】　
　▶10：00～ 　▶11：00～
　▶12：00～ 　▶13：30～
　▶14：30～ 　▶15：30～

～�

銀
閣
寺
の
本
堂
と�

�

義
政
公
好
み
の
御
香
座
敷
～ 提供：慈照寺

～�

金
閣
寺
の
本
堂
を
飾
る�
�

障
壁
画
と
寺
宝
特
別
展
示
～

鹿苑寺 蔵（柴田明蘭 撮影）

「
京
の
冬
の
旅
」
20
年
ぶ
り
の
公
開

●
本　

堂
「
京
の
冬
の
旅
」
26
年
ぶ
り
の
公
開�

●
弄
清
亭
「
京
の
冬
の
旅
」
初
公
開

２
月
8
日（
土
）～
３
月
16
日（
日
）の
公
開
。

	

＊
別
途
通
常
拝
観
料
５
０
０
円
要

Ｗ
Ｅ
Ｂ
予
約
優
先
制



撮影◎柴田 明蘭

拝
観
場
所
：
法
堂
・
方
丈
・
開
山
堂
　

拝
観
料
：
大
人
１
，０
０
０
円
／
小
中
高
生
５
０
０
円

※
法
要
・
行
事
の
た
め
予
告
な
く
拝
観
休
止
ま
た
は
拝
観
場
所
・
拝
観
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

２
０
２
５
年
３
月
23
日
㈰
〜
６
月
１
日
㈰
　拝
観
時
間
：
午
前
10
時
〜
午
後
４
時

２
０
２
５
年
３
月
23
日
㈰
〜
６
月
１
日
㈰
　拝
観
時
間
：
午
前
10
時
〜
午
後
４
時

※

４
月
８
日（
火
）は
法
要
・
行
事
の
た
め
拝
観
時
間
に
一
部
変
更
が
あ
り
ま
す
。

※

４
月
８
日（
火
）は
法
要
・
行
事
の
た
め
拝
観
時
間
に
一
部
変
更
が
あ
り
ま
す
。

法堂内「蟠龍図」

開山堂庭園
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■
拝
観
時
間�

午
前
10
時
～
午
後
４
時�

■
拝
観
料�

大
人�　

１
，�０
０
０
円�

�

中
高
生�

５
０
０
円

�

（
団
体
割
引
、
障
が
い
者
割
引
あ
り
）

※
法
要
等
に
よ
り
期
間
や
時
間
が
変
更
と�

　

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
最
新
の
情
報
は
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を�

　

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

京
都
古
文
化
保
存
協
会
の
相
国
寺
特
別
公
開
は

平
成
14
年
以
来
23
年
ぶ
り
、
光
源
院
は
初
開
催
と
な
り
ま
す
。

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
と
も
お
参
り
く
だ
さ
い
ま
せ
。

２
０
２
５
年
３
月
２
日
㈰
か
ら
９
日
㈰
ま
で
の
８
日
間

大
本
山
相
国
寺
に
お
い
て
法
堂
、
方
丈
、
浴
室

な
ら
び
に
光
源
院
の
特
別
公
開
を
開
催
し
ま
す
。

題
字　

京
都
古
文
化
保
存
協
会　

理
事
長　

杉
谷�

義
純法堂

光源院

浴室

主催・お問い合わせ先
公益財団法人�京都古文化保存協会
電話番号：075‒451‒3313
Mail� goiken@kobunka.com
URL� http://kobunka.com



北
山
だ
よ
り

東
山
だ
よ
り

8283

ご
本
尊
特
別
公
開
・
方
丈
南
庭
開
放
に
つ
い
て

　

鹿
苑
寺
で
は
、
令
和
六
年
九
月
一
七
日
か
ら
一
九
日
の
三
日
間
、
本
堂
で
あ
る
方
丈
の
南
側
の
お
庭
を
開

放
し
、
ご
本
尊
で
あ
る
聖し

ょ
う

観か
ん

世ぜ

音お
ん

菩ぼ

薩さ
つ

の
特
別
公
開
を
行
い
ま
し
た
。
一
般
の
参
拝
順
路
よ
り
ご
本
尊
に
お

参
り
い
た
だ
く
の
は
、
今
回
が
初
め
て
の
試
み
と
な
り
ま
す
。

　

ご
本
尊
の
左
右
に
は
開
山
の
夢む

窓そ
う

国こ
く

師し

像
、
開
基
の
足
利
義
満
像
が
祀
ら
れ
て
お
り
、
脇
侍
の
梵ぼ

ん

天て
ん

・
帝た

い

釈し
ゃ
く

天て
ん

と
合
わ
せ
て
お
参
り
頂
き
ま
し
た
。

　

今
回
開
放
し
ま
し
た
方
丈
南
庭
は
、
室
町
時
代
に
活
躍
し
た
相そ

う

阿あ

弥み

に
よ
る
作
庭
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、

庭
石
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
女め

龍り
ゅ
う

石せ
き

、
布ほ

て
い袋

石せ
き

、
相そ

う

馬ま

石せ
き

、
蟠ば

ん

龍り
ゅ
う

石せ
き

、
露ろ

盤ば
ん

石せ
き

な
ど
の
銘
が
つ
い
た
石
が
配
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
後
水
尾
上
皇
の
お
手
植
え
で
あ
る
と

伝
わ
る
侘
助
椿
も
南
庭
の
東
側
に
植
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　

期
間
中
は
朝
か
ら
多
く
の
参
拝
者
の
皆
様
に
立
ち
寄
っ
て

い
た
だ
き
、
三
日
間
を
通
し
て
、
予
想
を
超
え
る
た
く
さ
ん

の
方
々
が
お
参
り
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
日
本
の
方
だ
け
で
は

な
く
、
数
多
く
の
国
の
方
々
が
、
手
を
合
わ
せ
て
そ
れ
ぞ
れ

の
思
い
を
込
め
て
拝
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

こ
の
度
の
特
別
公
開
は
、
参
拝
者
の
皆
様
に
鹿
苑
寺
が
お

寺
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
認
識
し
て
い
た
だ
け
る
良
い
機
会

に
な
っ
た
の
で
は
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
折
を
見
て

公
開
で
き
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

慈
照
寺
自
衛
消
防
訓
練
に
つ
い
て

　

慈
照
寺
で
は
、
自
衛
消
防
隊
の
消
防
訓
練
を
実
施
い
た
し
ま
し
た
。
例
年
は
九
月
に
放

水
銃
を
使
用
し
た
消
火
訓
練
を
中
心
に
実
施
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
は
左
京
消
防
署
に

ご
指
導
を
お
願
い
し
、
①
初
期
消
火
の
場
面
で
職
員
が
使
用
す
る
可
能
性
が
高
い
消
火
器

の
扱
い
方
、
②
山
林
に
隣
接
し
斜
面
が
多
い
境
内
を
想
定
し
た
傷
病
者
の
搬
送
方
法
、�

③
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体
外
式
除
細
動
器
）
の
使
用
方
法
と
心
肺
蘇
生
法
の
三
点
の
講
習
と
訓
練
を
行
い
ま
し
た
。

　

九
月
中
旬
の
夕
刻
の
空
は
静
か
に
夕
焼
け
が
迫
り
始
め
て
い
ま
し
た
の
で
、
ま
ず
は
水
消
火
器
に
よ
る
消

火
訓
練
を
行
い
ま
し
た
。
カ
ラ
ー
コ
ー
ン
を
火
点
に
見
立
て
三
～
五
ｍ
の
射
程
距
離
の
風
上
か
ら
火
元
を
狙

う
こ
と
の
指
導
の
下
実
際
に
噴
射
を
行
い
ま
し
た
。

　

搬
送
方
法
の
講
習
で
は
、
倒
れ
た
人
を
そ
の
ま
ま
ソ
フ
ト
タ
イ
プ
の
担
架
か
ら
布
担
架
へ
移
乗
す
る
方
法

や
進
行
方
向
が
足
、
頭
を
下
げ
な
い
こ
と
な
ど
を
学
び
ま
し
た
。

　

最
後
に
、
場
所
を
研
修
道
場
「
西
指
庵
」
に
移
し
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
使
用
方
法
と
心
肺
蘇
生
法
の
講
習
を
受
け

ま
し
た
。
人
形
を
用
い
た
胸
骨
圧
迫
法
に
よ
る
心
肺
蘇
生
訓
練
で
は
、
肘
を
伸
ば
し
思
っ
て
い
た
以
上
に
力

強
く
押
す
こ
と
が
必
要
で
、
一
分
間
に
約
百
回
の
テ
ン
ポ
で
中
断
せ
ず
三
十
回
行
う
基
本
動
作
を
学
び
ま
し

た
。
ま
た
救
命
の
現
場
で
実
際
に
必
要
と
な
る
一
一
九
番
通
報
役
や
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
の
手
配
役
な
ど
、
周
囲
の
人

に
協
力
を
求
め
る
こ
と
も
学
び
ま
し
た
。
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
起
動
し
た
際
の
リ
ア
ル
で
無
機
質
な
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス

は
一
気
に
緊
張
感
を
高
め
、
参
加
し
た
職
員
は
真
剣
な
表
情
で
し
っ
か
り
訓
練
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。

　

京
都
市
消
防
局
で
は
一
一
九
番
通
報
か
ら
救
急
車
到
着
ま
で
約
七
分
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
一
次
救
命
処

置
（
心
肺
蘇
生
と
Ａ
Ｅ
Ｄ
）
は
、
そ
の
正
し
い
知
識
さ
え
知
っ
て
い
れ
ば
身
近
な
人
の
命
を
救
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。
今
回
の
講
習
と
訓
練
で
学
ん
だ
こ
と
を
い
ざ
と
い
う
と
き
に
生
か
せ
る
よ
う
さ
ら
に
技
術
を
磨
い

て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

本尊公開

方丈庭公開

搬送訓練の様子 心肺蘇生訓練の様子

消火訓練の様子
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茶
の
湯
の
世
界
は
、
禅
と
深
い
関
係
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
相
国
寺

と
そ
の
塔
頭
の
什
物
に
も
茶
の
湯
に
ま
つ
わ
る
作
品
が
多
く
伝
来
し
て
い
ま

す
。
仏
教
行
事
の
中
で
は
本
尊
に
茶
を
供
え
、
書
院
な
ど
で
参
列
者
に
茶
が

ふ
る
ま
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、江
戸
時
代
に
は
寺
院
の
中
に
茶
室
が
誂
え
ら
れ
、

そ
こ
で
茶
会
が
催
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
禅
僧
の
暮
ら
し
の
中
に
茶

の
湯
が
息
づ
い
て
い
ま
し
た
。
茶
会
記
に
載
る
什
物
や
、
茶
道
具
の
名
品
を

「
禅
寺
の
茶
の
湯
」
を
通
し
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

令
和
６
年
10
月
12
日
に
「
禅
寺
の
茶
の
湯
」
展
を
記
念
し
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫　

学
芸
員　

貫
井
裕

恵
氏
を
招
き
講
演
会
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。「『
茶
の
湯
』
成
立
前
史
─
喫
茶
と
仏
教
儀
礼
」
と
題
し
、

相
国
寺
創
建
以
前
の
鎌
倉
の
茶
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

同
じ
く
、
12
月
21
日
に
「
禅
寺
の
茶
の
湯
」
展
Ⅱ
期
を
記
念
し
茶
道
総
合
資
料
館　

副
館
長　

伊
住
禮

次
郎
氏
を
招
き
講
演
会
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。「
茶
の
湯
に
お
け
る
禅
」
と
題
し
、
茶
人
と
し
て
の
立

場
か
ら
、
熱
く
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

【
禅
寺
の
茶
の
湯
】
展

Ⅱ
期　

令
和
６
年
11
月
17
日
㈰
～
令
和
７
年
２
月
２
日
㈰

（
年
末
年
始
休
館　

令
和
６
年
12
月
27
日
㈮
～�

�

令
和
７
年
１
月
５
日
㈰
）

記
念
講
演
会

関
連
イ
ベ
ン
ト
予
告

Ⅰ
期　

令
和
７
年
３
月
８
日
㈯
～
４
月
20
日
㈰

Ⅱ
期　

同　
　

年
４
月
23
日
㈬
～
６
月
22
日
㈰

次
期
展
観
予
定

【
畠
中
光
享 

日
本
画
展 

清
浄
光
明
を
描
く
】

【
オ
リ
ジ
ナ
ル
御
朱
印
】

　

イ
ン
ド
の
仏
伝
（
釈
尊
の
伝
記
お
よ
び
思
想
）
を
は
じ
め
仏
教
を
題
材

に
創
作
活
動
を
行
っ
て
い
る
日
本
画
家
で
す
。
一
九
七
四
年
の
イ
ン
ド
初

訪
問
か
ら
約
一
〇
〇
回
の
渡
印
を
重
ね
、イ
ン
ド
の
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ー
ル（
細

密
画
）
や
染
織
品
の
研
究
と
収
集
を
続
け
る
傍
ら
、
常
に
日
本
画
の
新
た

な
可
能
性
を
追
求
し
て
い
ま
す
。
仏
教
の
本
質
に
迫
ろ
う
と
制
作
を
続
け

る
畠
中
氏
の
新
作
を
含
め
優
品
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
「
禅
寺
の
茶
の
湯
」
会
期
中
、
数
量
限
定
で
、『
宗
旦
稲
荷
』
を
特
別
に
授
与
し
て
お
り
ま
す
。

講
座　
「
仏
教
儀
礼
の
茶
と
茶
室
の
茶
会
」　

当
館
学
芸
員　

本
多
潤
子

日
時　

令
和
７
年
１
月
11
日
㈯
14
時
～　

当
館
２
階
講
堂

参
加
料　

無
料
（
当
日
の
拝
観
券
が
必
要
）

黄瀬戸大根文輪花鉦鉢 国宝 玳玻散花文天目茶碗

記念講演会

畠中光享「禅定達磨」
特別御朱印【宗旦稲荷】

畠中光享「成道聖地陽拝」（襖7面の内4面）
東本願寺蔵
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【
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
】

　
　
　
　
　
「
２
０
２
５
年 

当
館
オ
リ
ジ
ナ
ル
新
商
品
お
知
ら
せ
」

〇�注染手拭い二種類［鳳凰図・竹虎図］…「注染」とは伝統工
芸に指定された染色方法であり、裏表なく染め、色合いの美
しさ、風合いの良さが特徴でございます。

〇�白檀角割5g［牡丹猫図］…空
そら

薫
だき

やお焼香、茶道の風炉の時
期にご使用ください。（数量限定）

〇�茶扇子三種類［五寸十五間　薔薇文鳥図・中鶏左右梅図、�
六寸十五間　竹虎図］…茶道用の京扇子として使いますが、
インテリアとして広げて飾って楽しむこともできます。� �

（数量限定）

Size：
37×90㎝

竹虎図

Size：
37×90㎝

鳳凰図

白檀角割5g「牡丹猫図」

薔薇文鳥図
中鶏左右梅図

竹虎図
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南な
ん

蛮ば
ん

芋い
も

頭が
し
ら

水み
ず

指さ
し　

箱は
こ

書が
き

橘き
っ

州し
ゅ
う

周し
ゅ
う

偆ち
ん

�

一
口　

十
六
世
紀　

慈
照
寺
蔵

　

鎖
国
下
の
江
戸
時
代
、
相
国
寺
僧
達
は
海
外
で
製
作
さ
れ
た
茶
道
具
も
手
に
入
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
水
指
も
そ
の
一
つ
で
す
。

作
品
名
に
あ
る
「
南
蛮
」
焼
と
は
、
中
国
南
部
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
で
焼
か
れ
た
も
の
を
指
し
ま
す
。
こ
の
水
指
は
薄
い
黄
釉
が
全
体

に
掛
け
ら
れ
、
内
は
波
形
に
た
た
き
跡
が
現
れ
て
い
る
点
が
特
徴
と
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
「
芋
頭
」
と
は
里
芋
の
塊
茎
の
こ
と

で
、
水
指
の
形
が
似
て
い
る
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。

　

水
指
を
納
め
る
箱
に
は
、
墨
書
が
あ
り
、
慈
照
寺
十
五
世
橘き

っ

州し
ゅ
う

周し
ゅ
う

偆ち
ん

が
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
に
、
対
馬
の
以い

酊て
い

庵あ
ん

に
滞
在
し

て
い
る
時
に
得
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
朝
鮮
修
文
職
と
し
て
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
か
ら
万
延
元
年
ま
で
対
馬
厳
原
の
以

酊
庵
の
住
職
と
し
て
滞
在
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
箱
書
に
よ
り
帰
京
の
年
の
二
月
に
求
め
、
六
月
に
持
ち
帰
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
橘
州
周
偆
は
他
に
も
、
対
馬
に
着
任
し
た
年
で
あ
る
安
政
五
年
に
、
対
馬
の
立
亀
窯
に
注
文
製
作
し
た
水
指
（
對た

い

州し
ゅ
う

御ご

本ほ
ん

一ひ
と

重え

口く
ち

水み
ず

指さ
し　

箱
書
橘
州
周
偆　

慈
照
寺
蔵
）
な
ど
も
持
ち
帰
っ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
、
京
都
の
五
山
僧
の
中
か
ら
江
戸
幕
府
に
朝
鮮
修
文
職
に
任
ぜ
ら
れ
た
禅
僧
は
、
約
二
年
の
任
期
で
対
馬
の
以
酊
庵
に

輪
番
で
赴
任
し
、
対
朝
鮮
外
交
の
一
端
を
担
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
赴
任
先
の
以
酊
庵
の
地
図
に
は
、
四
畳
半
の
茶
室
が
あ
り
、
そ

の
道
具
は
輪
番
僧
を
輩
出
す
る
京
都
の
五
山
で
拠
出
し
、
赤
黒
楽
焼
濃
茶
碗
、
薄
茶
碗
な
ど
を
、
京
都
か
ら
持
っ
て
行
っ
て
い
た
よ

う
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
茶
の
湯
の
饗き

ょ
う

応お
う

が
対
馬
で
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
そ
し
て
任
期
が
終
わ
っ
て
京
都
に

�

作
品
解
説
／
承
天
閣
美
術
館　

学
芸
員　

本
多
潤
子

戻
る
際
は
、
様
々
な
お
土
産
を
持
ち
帰
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
、
本
作
品
の
よ
う
な
海
外
で
製
作
さ
れ
た
お
茶
道
具
も
あ
っ

た
の
で
す
。

　

江
戸
時
代
の
相
国
寺
僧
の
活
動
の
一
端
が
覗
え
る
、
興
味
深
い
逸
品
で
す
。南蛮芋頭水指　慈照寺蔵

南蛮芋頭水指箱書
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第
四
十
一
回
　
相
国
寺
派
寺
庭
婦
人
研
修
会

令
和
六
年
十
月
二
十
四
日
～
二
十
五
日	

（
詳
細
は
本
山
だ
よ
り
41
ペ
ー
ジ
を
参
照
）

撮影◎教学部

講演を聴く一同

愛知県美術館「相国寺展」観覧

開講式で諷経する一同

有馬管長ご垂訓
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光
陰
可
惜 

時
不
待
人�

�

『
五ご

灯と
う

会え

元げ
ん

』

「
光こ
う

陰い
ん

惜お

し
む
べ
し
　�

�

時と
き

人ひ
と

を
待ま

た
ず
」

月
日
、
時
間
は
瞬
く
間
に
過
ぎ

去
っ
て
い
き
、
人
を
待
っ
て
は�

く
れ
な
い
。
無
常
で
あ
る
。

時
間
を
無
駄
に
せ
ず
、
こ
の�

巡
り
合
わ
せ
の
中
で
こ
の
時
に

感
謝
を
し
て
大
切
に
生
き
る
。

十
月
二
十
日
夕
刻　

撮
影
◎
教
学
部


