
五
月
九
〜
十
一
日
ま
で
の
三
日
間
に

わ
た
り
、
立
川
流
一
門
の
立
川
志

ら
ら
さ
ん
と
立
川
吉
幸
さ
ん
を
お
招
き

し
て
「
第
二
回
お
て
ら
く
ご
」
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
落
語
を
縁
と
し
て
気
軽
に
仏

法
に
も
触
れ
て
い
た
だ
こ
う
と
昨
年
初

開
催
さ
れ
た
「
お
て
ら
く
ご
」。
今
年
は
、

会
場
を
七
カ
寺
（
八
公
演
）
に
増
や
し
、

よ
り
多
く
の
地
域
の
方
々
に
ご
参
加
い

た
だ
き
ま
し
た
。
当
寺
で
は
、
九
日
・
午

後
二
時
と
七
時
か
ら
の
二
公
演
が
行
わ

れ
、
落
語
は
共
に
志
ら
ら
さ
ん
に
担
当
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

昼
の
部
で
は
、
森
山
町
小
学
校
の
四

年
生
と
五
年
生
、
一
〇
八
人
と
近

所
の
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
通
う
方
々
に
ご

参
加
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
ず
は
、
住
職

に
よ
る
「
お
は
な
し
」。
イ
ラ
ス
ト
等
を

使
用
し
て
仏
教
と
落
語
の
深
い
つ
な
が

り
に
つ
い
て
お
話
し
を
し
つ
つ
仏
法
に

も
触
れ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
続
い
て
、

お
ま
ち
か
ね
立
川
志
ら
ら
さ
ん
の
登
場
。

高
座
に
上
が
っ
た
だ
け
で
も
う
大
ウ
ケ
。

演
目
は
「
ち
り
と
て
ち
ん
」
と
「
た
ぬ
き

の
札
」。
果
た
し
て
古
典
落
語
に
つ
い
て

こ
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
ち
ら
の
心
配

も
杞
憂
に
終
わ
り
、
身
体
を
の
け
ぞ
ら
せ

て
の
大
笑
い
。
終
始
笑
い
声
が
本
堂
に
響

き
渡
り
ま
し
た
。
時
代
や
世
代
を
超
え
て

人
を
魅
了
す
る
、
古
典
落
語
の
懐
の
深
さ

と
落
語
家
さ
ん
の
表
現
力
に
驚
か
さ
れ

た
こ
と
で
し
た
。
そ
し
て
最
後
は
落
語
家

さ
ん
へ
の「
質
問
コ
ー
ナ
ー
」。
手
が
次
々

と
挙
が
り
、
時
間
い
っ
ぱ
い
ま
で
質
問
が

止
む
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。　
　

　

あ
っ
と
い
う
間
の
一
時
間
半
で
し
た

が
、
子
供
達
も
し
っ
か
り
と
仏
教
の
世
界

と
笑
い
の
世
界
に
触
れ
て
い
た
だ
い
た

よ
う
で
、
皆
さ
ん
笑
顔
で
の
閉
幕
と
な
り

ま
し
た
。

　

後
日
、
今
回
の
落
語
が
縁
と
な
り
小
学

校
の
言
語
学
習
の
一
環
と
し
て
落
語
が

取
り
入
れ
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
「
落
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語
ク
ラ
ブ
」
も
発
足
す
る
そ
う
で
す
。
来

年
は
子
供
達
に
落
語
を
披
露
し
て
い
た
だ

け
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

夜
の
一
般
の
部
で
は
、
ま
ず
は
皆
さ

ん
と
『
正
信
偈
』
の
唱
和
。
そ
し

て
住
職
の
法
話
。
本
堂
を
真
っ
暗
に
し
て

地
獄
絵
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
に
映
し
だ
し

て
の
恐
怖
の
地
獄
ツ
ア
ー
。
地
獄
絵
を
通

し
て
普
段
の
私
た
ち
の
在
り
よ
う
に
つ
い

て
お
話
し
ま
し
た
。
続
い
て
、
志
ら
ら
さ

ん
の
落
語
。
そ
し
て
最
後
は
住
職
の
感
話

で
し
め
く
く
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
日
は
、

　

六
月
三
日
、
浄
光
寺
門
徒
を
中
心
と
す

る
三
十
九
名
が
本
多
町
の
鈴
木
大
拙
館
に

集
合
。
当
寺
と
は
「
お
太
子
さ
ん
」
の
ご

講
師
と
し
て
長
き
に
渡
り
ご
縁
を
い
た
だ

い
て
お
り
ま
す
木
村
宣
彰
先
生
（
現
鈴
木

大
拙
館
館
長
）
に
お
忙
し
い
中
、
館
内
を

ご
案
内
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

当
日
は
企
画
展
「
大
拙
つ
れ
づ
れ

草
」
が
開
催
さ
れ
て
お
り
、「M

an's 

E
xtrem

ity is G
o

d
's o

p
p

o
rtu

n
ity

」

（
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ス
）、「
心
」、「
△

□
不
異
◯
」（
色
不
異
空
）
等
の
大
拙
の
書

や
、
大
拙
が
好
ん
だ
猫
や
牡
丹
と
写
る
写

真
な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

木
村
館
長
に
は
、
禅
の
世
界
は
勿
論
の

こ
と
、
親
鸞
聖
人
の
教
え
と
の
共
通
点
を

交
え
な
が
ら
、
長
時
間
に
わ
た
り
熱
弁
を

奮
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
。
先
生
の
「
生
き

る
」（
普
通
の
生
活
）
と
い
う
こ
と
と
「
仏

道
」（
行

ぎ
ょ
う

）
と
は
別
の
こ
と
で
は
な
い
と
い

う
言
葉
が
心
に
残
り
ま
し
た
。

　

ま
た
仏
教
の
お
話
だ
け
で
は
な
く
、
作

品
の
背
景
や
大
拙
の
人
間
像
、
さ
ら
に
は

建
築
に
纏ま

つ

わ
る
お
話
ま
で
、
ひ
と
つ
ひ
と

つ
丁
寧
に
お
話
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
ま
た

と
な
い
今
回
の
貴
重
な
ご
縁
に
、
ご
参
加

の
皆
さ
ん
も
熱
心
に
耳
を
傾
け
て
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
。

ク サ ム ス ビ

　
「
鈴
木
大
拙
館
を
訪
ね
て
」　

　
　
　
　
　
　
　
　

浅
森 

定
信
・
香
代
子

◆
ま
だ
梅
雨
入
り
も
し
て
い
な
い
当
日
、

気
温
は
三
十
度
近
く
、
ま
た
湿
度
も
高
く

連
日
不
快
な
日
々
が
続
く
な
か
、
現
地
集

合
時
間
は
二
時
三
十
分
。
私
た
ち
は
初
め

二
公
演
合
わ
せ
て
二
百
人
を
超
え
る
方
々

に
足
を
お
運
び
い
た
だ
き
ま
し
た
。　

　

ま
た
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
効
果
も
あ
り
三

会
場
、
四
会
場
と
足
を
運
ん
で
く
だ
さ
る

方
も
多
数
い
ら
っ
し
ゃ
り
、
七
カ
寺
の
参

加
者
も
総
勢
六
五
〇
人
に
の
ぼ
り
、
お
か

げ
さ
ま
で
各
寺
院
と
も
盛
況
の
う
ち
に
幕

を
閉
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

尚
、
当
日
の
「
お
て
ら
く
ご
」
の
様
子

は
、
動
画
投
稿
サ
イ
ト
「
Ｙ
Ｏ
Ｕ 

Ｔ
Ｕ
Ｂ

Ｅ
」
に
て
ご
覧
に
い
た
だ
け
ま
す
。

６
月
３
日
（
火
）

　
　

  

参
加
者
の
声

ひ
と
り
で
は　

　
　

笑
え
な
い

ひ
と
り
で
は　

　
　

称
え
ら
れ
な
い

ひ
と
り
で
は　

　
　

生
き
ら
れ
な
い

５
月
の
掲
示
板
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て
の
訪
問
で
す
。
近
く
の
駐
車
場
に
車
を

入
れ
、
ぶ
ら
り
ぶ
ら
り
と
入
口
付
近
ま
で

到
着
。「
玄
関
は
ど
こ
だ
ろ
う
か
」。
ア
プ

ロ
ー
チ
ス
ペ
ー
ス
が
ゆ
っ
た
り
と
広
が
っ

て
い
る
中
に
い
て
、
一
瞬
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
。

「
あ
っ
こ
こ
だ
」。
意
外
と
目
に
つ
か
な
い
、

ち
っ
ち
ゃ
な
玄
関
。
改
め
て
建
物
を
認
識
。

本
多
の
森
を
背
景
に
そ
の
風
景
に
同
化
し

て
い
る
か
の
よ
う
に
、
建
物
が
気
に
な
ら

な
い
。

　

玄
関
か
ら
皆
さ
ん
が
集
合
さ
れ
て
い
る

場
所
へ
。
天
井
が
高
く
四
方
各
壁
の
一
部

が
開
放
さ
れ
穏
や
か
な
水
面
が
見
え
る
。

ま
っ
た
く
別
の
空
間
を
感
じ
、
自
分
の
気

持
が
ゆ
っ
た
り
と
落
ち
着
い
た
気
分
に
な

る
の
を
意
識
し
て
い
ま
し
た
。
同
時
に
不

思
議
と
今
ま
で
の
不
快
感
は
消
え
て
い
て
、

涼
風
が
心
地
よ
く
い
い
気
分
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。

　

木
村
館
長
の
ご
案
内
で
館
内
各
所
の
建

築
、
展
示
物
の
説
明
に
そ
の
都
度
、
鈴
木

大
拙
先
生
に
ま
つ
わ
る
色
々
な
お
話
を
聞

か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ク
ス
ノ
キ
が

見
え
る
回
廊
で
の
お
話
、
展
示
空
間
、
学

習
空
間
で
の
お
話
、
思
索
空
間
に
戻
っ
て

の
お
話
。
熱
く
私
た
ち
に
語
っ
て
い
た
だ

き
き
ま
し
た
。

　

自
分
た
ち
を
振
り
返
る
と
、
い
つ
も
「
自

力
」
で
我
が
強
く
反
省
し
き
り
で
す
。
人

が
生
き
る
基
本
を
僅
か
だ
け
で
も
短
い
時

間
の
中
、
感
じ
ら
れ
た
こ
と
は
、
今
回
、

鈴
木
大
拙
館
を
訪
問
し
て
よ
か
っ
た
事
だ

と
思
い
ま
す
。

　

後
半
に
木
村
館
長
よ
り
「
水
鏡
の
庭
」

に
面
す
る
縁
（
縁
側
）
の
お
話
が
あ
り
ま

し
た
。
内
部
で
も
な
い
外
部
で
も
な
い
日

本
人
特
有
の
感
性
、
ま
た
は
文
化
で
あ
る

こ
と
を
改
め
て
認
識
い
た
し
ま
し
た
。
そ

ん
な
縁
を
ふ
ん
だ
ん
に
取
り
入
れ
ら
れ
、

ま
た
色
々
な
場
面
で
鈴
木
大
拙
先
生
の
思

い
を
表
現
し
て
い
る
、
そ
し
て
そ
れ
を
感

じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
鈴
木
大
拙
館
だ
な

と
感
じ
ま
し
た
。〈
館
長
い
わ
く
記
念
館
に

あ
ら
ず
〉

　

今
回
の
訪
問
を
終
え
、
ま
た
気
持
ち
も

新
た
に
日
々
を
過
ご
し
て
い
け
る
事
に
、

お
世
話
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
浄
光
寺

様
及
び
ご
配
慮
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
木

村
館
長
に
報
謝
い
た
し
ま
す
。

　

帰
り
は
「
水
鏡
の
庭
」
の
横
道
を
通

り
中
村
記
念
館
方
向
へ
、
散
策
の
小

路
を
ぬ
け
駐
車
場
へ
と
帰
途
に
・
・
・

W
onderful W

onderful

・
・
・ 

△
□
不

異
◯
・
・
・
心
・
・
・

「
ク
ス
ノ
キ
に
迎
え
ら
れ
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
能
澤 

文
栄

　◆
六
月
の
初
め
と
し
て
は
少
し
暑
い
午

後
、
浄
光
寺
様
の
ご
縁
で
、
鈴
木
大
拙
館

を
訪
れ
ま
し
た
。
地
元
に
居
な
が
ら
、
大

拙
の
名
前
だ
け
し
か
知
ら
な
い
無
知
の
ま

ま
の
参
加
で
し
た
。

　

中
は
少
し
緊
張
感
の
あ
る
雰
囲
気
で
し

た
が
、
木
村
館
長
の
笑
い
を
交
え
た
柔
ら

か
な
説
明
を
い
た
だ
き
、「
こ
こ
で
は
、
鈴

木
大
拙
を
感
じ
て
欲
し
い
」
と
の
事
で
、

心
構
え
が
少
し
変
わ
り
ま
し
た
。

　

展
示
写
真
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
お
聞
き
す

る
と
、
愛
す
べ
き
お
じ
い
ち
ゃ
ん
（
大
拙
）

と
ほ
ほ
え
ま
し
く
存
じ
ま
し
た
。
で
も
若

干
二
十
四
歳
で
仏
教
を
修
得
し
、
貞
太
郎

（
大
拙
の
本
名
）
に
大
拙
の
居
士
号
を
授
け

ら
れ
る
等
々
、
一
般
人
に
は
知
り
得
な
い

世
界
を
感
じ
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
も
最
後
に
「
水
鏡
の
庭
」
に
着

い
た
時
は
、
訪
れ
た
時
と
は
印
象
が
違
っ

て
い
ま
し
た
。
水
、建
築
物
、新
緑
の
木
々
、

何
ひ
と
つ
違
和
感
の
な
い
空
間
、
そ
れ
ぞ

れ
が
そ
れ
ぞ
れ
を
生
か
し
て
い
る
、
隙
間

が
な
い
、
そ
ん
な
ふ
う
に
見
え
ま
し
た
。

　

次
回
訪
れ
る
時
は
、
ま
た
別
の
見
え
方

が
あ
る
の
か
と
存
じ
ま
す
。

　

今
日
も
玄
関
の
ク
ス
ノ
キ
の
幹
に
座

り
、
ニ
コ
ニ
コ
と
訪
れ
る
人
々
を
観
察
し

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

ク サ ム ス ビ
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昨
年
来
、「
加
賀
藩
料
理
人
舟ふ

な
き
で
ん
な
い

木
傳
内
」

が
取
り
上
げ
ら
れ
紙
上
を
飾
っ
た
。
ま
た
松

竹
よ
り
上
映
さ
れ
、
加
賀
料
理
の
基
を
な
し

た
料
理
人
と
奉
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

舟
木
（
舩
木
・
船
木
・
婦
南
気
）
家
に
関

す
る
史
料
と
し
て
傳
内
が
纏ま

と

め
た
い
く
つ
か

の
『
料
理
聞
書
』、『
舟
木
傳
内
随
筆
』、『
先

祖
由
緒
并
一
類
附
帳
』、『
御
婚
礼
の
次
第
』

等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
其
れ
を
補
う
も
の
と
し

て
菩
提
寺
浄
光
寺
の
過
去
帳
等
が
あ
る
も
の

の
度
重
な
る
大
火
に
み
ま
わ
れ
享
和
以
前
の

記
録
は
な
い
。
四
代
舟
木
傳
内
、
知ち

う

え

も

ん

右
衛
門

以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
今
か
ら

三
一
五
〜
一
四
四
年
前
に
奥
村
家
に
仕
え
て

い
た
一
料
理
人
が
人
一
倍
の
研
究
心
を
も

ち
、
苦
労
の
末
、
百
万
石
の
藩
主
・
家
族
の

御
膳
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
藩
を
挙
げ
て
の

お
も
て
な
し
料
理
の
最
高
責
任
者
と
し
て
の

し
上
が
っ
て
い
く
物
語
な
の
で
あ
る
。　

　

数
少
な
い
現
存
す
る
史
料
か
ら
人
物
像

を
描
く
の
は
大
変
難
し
い
。
今
は
享
保
十

年
（
一
七
二
五
年
・
二
九
八
年
前
）
四
月
八

日
〜
六
月
九
日
に
執
筆
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る
『
舟
木
傳
内
随
筆
』
か
ら
生
活
信
条
が
少

し
わ
か
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
な
ん
と
な
れ
ば

時
々
に
書
か
れ
た
文
に
は
偽
ら
ざ
る
面
が
で

て
面
白
い
と
云
わ
れ
る
の
だ
か
ら
。

　

こ
の
随
筆
は
全
（
そ
の
一
、
そ
の
二
）
で

一
〇
九
項
か
ら
な
る
雑
多
な
想
で
あ
る
。
そ

れ
を
項
目
別
に
観
れ
ば
、
歴
史
二
〇
％
、
仏

教
、
仏
事
二
〇
％
、
倫
（
儒
教
）
七
，
三
％
、

そ
の
他
二
四
％
、
謡

う
た
い

一
一
％
、
武
士
道
二
，

七
％
、料
理
一
％
等
々
多
岐
に
渉
る
。 （
小
生
、

分
類
）

　
『
ち
か
ら
ぐ
さ
』、『
ち
か
ら
ぐ
さ
聞
書
』

等
料
理
関
係
が
多
々
あ
る
故
に
改
め
て
書
す

る
必
要
も
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
料
理
関
係
が
一
項
目
の
み
と
は
少
な

す
ぎ
る 

。
序
文
末
に
は
「
愚ぐ

ち
も
ん
も
う

痴
文
盲
な
る
我

等
が
か
う
ざ
ひ
（
功
罪
）
を
く
わ
え
、
そ
こ

は
か
と
な
く
書
付
け
て
子
ど
も
に
と
ら
す
る

も
の
な
ら
じ
。
是
ぞ
今
歳
の
江
戸
土
産
也
」。

こ
れ
を
傳
内
を
研
究
す
る
陶す

え
と
も
こ

智
子
師
は
「
子

ど
も
に
と
ら
す
る
も
の
で
は
な
い
」
で
は
な

く
「
子
ど
も
に
と
ら
す
る
も
の
で
あ
る
」
と

解
す
。
そ
こ
に
は
料
理
そ
の
も
の
よ
り
料
理

に
係
わ
る
人
の
眼
、
ま
た
人
間
と
し
て
生
き

る
上
で
の
重
要
視
す
べ
き
事
は
何
か
、
傳
内

の
思
い
を
観
ず
る
こ
と
で
あ
る
。

　　

仏
教
関
係
と
思
し
い
項
目
が
傳
内
の
生
活

信
条
を
知
る
上
で
参
考
に
な
る
の
で
は
と
思

い
少
し
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

　
　
「
晨
朝
に
鐘
の
音
を
夕
に
は
僧
の
経
を

　
　

聞
く
」

こ
の
よ
う
な
生
活
環
境
に
あ
っ
た
こ
と
は
後

の
人
生
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
く
こ
と

と
無
関
係
で
は
な
い
。

　
　
「
愚
痴
文
盲
の
身
を
省
す
れ
ば
子
に
は

　
　

学
門
諸
芸
に
心
が
け
る
よ
う
愚
意
を
添

　
　

え
る
」

何
時
の
世
も
親
の
思
い
は
同
じ
。
こ
こ
に
も

「
愚
」
が
用
い
ら
れ
る
が
他
に
も
散
見
で
き

る
。

　

今
回
は
彼
流
の
「
指
南
」
の
捉
え
方
が
示

さ
れ
て
い
る
項
目
に
限
り
感
ず
る
と
こ
ろ
を

記
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
ん
と
な
れ

ば
「
指し

な
ん
し
ゃ

南
車
」
と
い
う
以
前
か
ら
気
に
な
っ

て
い
た
文
字
が
飛
び
込
ん
で
き
た
か
ら
に
他

な
り
ま
せ
ん
。

　
　
「
人
に
物
を
教
え
る
を
指
南
と
云
。
む

　
　

か
し
唐

も
ろ
こ
し
し
う

周
の
時
に
南
の
国く

に
え
つ越

よ
り
来
た

　
　

る
使
者
帰
る
道
を
わ
す
れ
た
り
。
そ
の

　
　

時
周し

ゅ
う
こ
う
た
ん
し
ゃ

公
旦
車
を
造
っ
て
、
そ
の
上
に
木

　
　

の
人
形
を
置
け
り
。
こ
の
人
形
南
に　

　
　

指
ゆ
び
さ
す。
是
に
し
た
が
っ
て
か
へ
り
け
り
と
」

真
っ
先
に
「
指
南
は
教
え
る
こ
と
」
だ
と
書

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
指
導
者
と
し
て
の
悩

み
、
料
理
人
は
料
理
の
技
術
さ
え
教
え
れ
ば

善
し
、
加
え
て
マ
ス
タ
ー
す
れ
ば
一
丁
前
の

調
理
人
な
り
と
す
る
思
い
に
疑
問
符
が
付
け

ら
れ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で

は
真
の
料
理
人
に
は
な
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
で
は
。
悩
み
は
い
よ
い
よ
深
ま
っ
て
い
っ

た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
過
程
に
中
国
神
話
上

の
「
指
南
車
」
に
邂か

い
こ
う逅
し
た
の
で
は
な
い
の

映
画
「
武
士
の
献
立
」
で
お
な
じ

み
の
料
理
侍
、
舟
木
傳
内
を
世
に

あ
ら
し
め
た
人
生
観
を
訪
ね
る
！

 
舟
木
傳
内
に
観
る

映画「武士の献立」

「指南車」大野からくり記念館
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ー
年
中
行
事
ー

一
月
「
修
正
会
」
元
旦
〈
午
前
０
時
〉

三
月
「
お
太
子
さ
ん
」
彼
岸
中
日
〈
午
後
一
時
〉

七
月
「
盂
蘭
盆
」
十
三
日
〜
十
六
日

八
月
「
追
弔
会
」
十
三
日
〈
午
前
十
時
〉

十
月
「
報
恩
講
」
十
七
日
〈
午
後
一
時
半
・
七
時
〉

十
八
日
〈
午
前
十
時
半
〉

十
二
月
「
除
夜
の
鐘
」
大
晦
日
〈
午
後
十
一
時
半
〉

※
毎
月
二
十
八
日
「
き
こ
ま
い
け
」〈
午
後
二
時
〉

ク サ ム ス ビ

で
し
ょ
う
か
。
人
一
倍
苦
労
し
て
役
付
に
な

り
、
は
じ
め
て
「
指
南
」
と
云
う
こ
と
に
直

面
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
事
が
傳
内
の
人

と
し
て
の
根
源
的
歩
み
を
熟
考
す
る
縁
と

な
っ
て
い
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
　
「
聖
人
、
佛
何
ぞ
惜
し
み
た
も
う
こ
と

　
　

あ
る
か
」

自
己
保
身
を
優
先
し
て
他
に
教
え
る
こ
と
を

惜
し
む
こ
と
が
あ
る
の
は
以
て
の
外
。
周
囲

の
人
を
見
聞
き
す
る
な
か
に
、
実
際
自
分
も

ま
た
同
様
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、「
頭
」
と
い

う
前
に
人
間
と
し
て
ど
う
在
る
べ
き
な
の
か

と
い
う
葛
藤
が
常
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

歩
む
一
つ
の
方
向
が
定
ま
っ
た
時
、
子
孫
、

部
下
達
か
ら
は
各
段
の
信
頼
が
高
ま
っ
て

い
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
「
指
南
車
」
の
出
處
は 

司し
ば
せ
ん

馬
遷
の
『
史
記
』

に
拠
る
。
黄
河
流
域
の
首
領
で
あ
っ
た
黄こ

う
て
い帝

（
紀
元
前
二
五
一
〇
〜
紀
元
前
二
四
四
八
年 

）

と
長

ち
ょ
う
こ
う江
流
域
の
首
領
、
蚩し

ゆ
う尤
と
が
涿た

く
ろ
く鹿
（
河

北
省
涿
県
）
野
で
戦
い
、
蚩
尤
は
種
々
武
器

を
も
っ
て
戦
う
も
及
ば
ず
黄
帝
に
滅
ぼ
さ
れ

る
。
し
か
し
、
蚩
尤
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
で

る
怪
物
キ
メ
ラ
に
似
て
忌
む
べ
き
大
魔
神
と

し
て
亀
足
、
蛇
首
、
銅
の
頭
、
鉄
の
額
、
砂
・

小
石
を
食
す
と
も
い
わ
れ
、
後
に
軍
神
と
も

崇
め
ら
れ
る
。
著
名
な
戦
で
あ
る
。
そ
の
時
、

蚩
尤
は
雨
・
霧
を
湧
き
起
こ
し
、
黄
帝
軍
を

攪か
く
ら
ん乱

す
る
の
だ
が
、
兵
士
の
行
き
惑
う
の
を

見
て
常
に
南
に
人
形
が
指
さ
す
車
、
指
南
車

と
い
う
も
の
を
造
り
、
大
霧
よ
り
軍
を
導
き

勝
利
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。　

　　

行
く
べ
き
道
、
帰
る
べ
き
道
が
分
か
ら
な

く
な
り
な
が
ら
も
指
南
車
の
お
か
げ
で
迷
う

こ
と
な
く
目
的
地
に
行
く
こ
と
が
で
き
た
。

料
理
頭か

し
らと
し
て
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
重
く
の

し
か
か
り
、
苦
悩
が
増
幅
さ
れ
て
い
っ
た
こ

と
は
推
測
に
難
く
は
な
い
。
そ
う
い
う
中
で

中
国
の
神
話
に
登
場
す
る
指
南
車
が
自
分
を

解
放
し
く
れ
る
特
効
薬
よ
う
に
見
え
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

指
南
と
は
『
易
経
』
に
よ
る
と
「
聖
人
南

面
而
聴
天
下　

嚮
明
而
治　

蓋
取
諸
此
也
」

（
聖
人
は
南
面
し
て
天
下
を
聴
き
、
明
け
に

向
か
い
て
世
を
治
。
け
だ
し
諸
を
こ
れ
に
取

る
な
り
）
と
あ
る
。
倭
の
国
も
見
習
っ
て
、

政
所
を
南
向
き
に
建
設
し
明
る
く
な
る
と
と

も
に
政
治
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
く
。

　

指
南
車
の
構
造
な
ど
は
専
門
家
に
お
任
せ

し
て
、
仏
教
で
は
ど
う
捉
え
て
い
け
ば
よ
い

の
で
し
ょ
う
か
？

　

よ
く
「
後
悔
の
し
な
い
よ
う
、
し
っ
か
り

歩
め
」
と
か
「
方
向
を
定
め
前
へ
」
と
か
い

わ
れ
る
が
五
里
霧
中
に
お
い
て
は
方
向
が
全

く
分
か
ら
な
い
中
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か

わ
か
る
は
ず
も
な
い
。
一
寸
難
し
い
こ
と
だ

と
思
う
。

　

最
近
、
カ
ー
ナ
ビ
な
る
も
の
が
進
み
、
ど

ん
な
田
舎
者
で
あ
っ
て
も
都
会
の
ど
真
ん
中

へ
で
も
、
ど
の
よ
う
に
混
み
入
っ
た
路
地
へ

も
間
違
い
な
く
目
的
地
へ
案
内
し
て
も
ら
え

る
。
洵

ま
こ
と

に
便
利
に
な
っ
た
。
そ
れ
も
こ
れ
も

Ｇ
Ｐ
Ｓ
（
全
地
球
測
位
シ
ス
テ
ム
）
が
出
現

し
て
か
ら
で
す
。
そ
う
そ
う
地
図
を
広
げ
た

ら
何
を
し
ま
す
？
ま
ず
自
分
の
処
を
確
認
し

て
、
目
的
地
を
選
択
し
、
ル
ー
ト
を
探
し
ま

す
ね
。
そ
れ
と
同
じ
で
す
。
衛
星
が
多
く
上

げ
ら
れ
測
位
が
よ
り
正
確
に
な
り
、
一
説
に

よ
れ
ば
本
年
中
に
も
う
一
つ
あ
げ
ら
れ
る
予

定
と
か
。
そ
う
す
れ
ば
地
上
一
〇
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
迄
識
別
で
き
る
よ
う
に
な
る
と

か
。
よ
う
す
る
に
自
分
の
居
所
が
明
確
に
な

5/7 日〜 26 日まで泉野図書館で開催された「舟木
伝内資料展」に当寺の資料を提供いたしました。

　

す
っ
か
り

　
　

忘
れ
て
い
た

　
　
　

人
間
の
入
学
式

４
月
の
掲
示
板
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き
こ
ま
い
け

毎
月
二
十
八
日
・
午
後
二
時

　

み
ん
な
で
『
正
信
偈
』
の
お
勤
め
の

練
習
と
お
勉
強
を
し
て
い
ま
す
。
毎
回

二
十
名
ほ
ど
の
方
に
ご
参
加
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。
途
中
参
加
、
初
心
者
の
方

も
大
歓
迎
で
す
。
お
気
軽
に
お
越
し
く

だ
さ
い
。

◯
テ
キ
ス
ト
『
赤
本
』・『
書
い
て
学

ぶ
親
鸞
の
こ
と
ば 

正
信
偈
』

　

雨
が
大
地
を

　
　

潤
す
よ
う
に

　

涙
は
人
間
を
潤
す

　
　
　
　

し
み
じ
み
と

ク サ ム ス ビ

る
こ
と
な
の
で
す
。
分
か
ら
な
け
れ
ば
一
歩

た
り
と
も
歩
む
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。

ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ

り
、
換
言
す
れ
ば
自
分
探
し
と
も
い
え
る
の

で
し
ょ
う
。
運
転
し
て
お
り
ま
し
て
も
、
見

知
ら
ぬ
地
域
を
歩
い
て
い
る
時
に
も
無
意
識

の
う
ち
に
今
ど
こ
を
歩
い
て
い
る
の
か
、
目

的
地
に
到
着
す
る
た
め
に
現
在
地
を
イ
ン

プ
ッ
ト
し
て
い
る
の
で
す
。
空
を
行
き
交
う

ジ
ャ
ン
ボ
機
、
戦
闘
機
し
か
り
で
す
。

　

料
理
に
携
わ
ろ
う
と
す
る
も
の
は
技
術
の

習
得
も
大
切
な
行

ぎ
ょ
う

な
の
で
し
ょ
う
が
、
料
理

す
る
本
人
の
根
源
を
訪
ね
る
こ
と
こ
そ
が
料

理
と
い
う
枠
を
超
え
て
尤

も
っ
と

も
大
事
と
い
う
こ

と
な
の
で
し
ょ
う
。
さ
す
れ
ば
他
の
知
識
や

眼
に
見
え
る
も
の
は
自
然
と
身
に
つ
い
て
く

る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
個
性
も

プ
ラ
ス
さ
れ
「
愚
」
と
自
覚
す
る
人
間
が
味

わ
い
深
い
品
を
創
り
出
す
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

そ
の
点
を
伝
内
は
周し

ゅ
う
こ
う
た
ん

公
旦
の
行
為
に
涙

し
、
指
南
車
の
出
現
の
本
意
に
触
れ
、
目
に

触
れ
る
も
の
よ
り
も
目
に
触
れ
得
な
い
も
の

の
探
求
こ
そ
が
人
を
し
て
人
間
と
し
て
歩
む

こ
と
に
な
る
と
確
信
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
『
大
蔵
経
』
に
よ
れ
ば
「
南
陽
之
言
為
指

南
車
能
示
迷
方　

丹
霞
之
発
道
意　

蓋
宿
殖

乎
…
訪
南
陽
則
後
見
不
誤
為
国
師
也
」。
南

北
朝
の
文
学
者
江こ

う
え
ん淹

（
四
四
四
〜
五
〇
五
年
）

は
「
丹た

ん
か霞
」
を
「
丹
霞
蔽
陽
景　

緑
泉
湧
陰

渚
」
と
日
が
映
っ
て
赤
く
た
な
び
く
雲
で
さ

え
も
、
宇
宙
に
満
ち
れ
ば
、
明
る
い
太
陽
の

光
を
も
蔽お

お

い
つ
く
す
。
一
般
に
は
美
し
い
光

景
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
、
こ
う
説
き
解ほ

ぐ

し

て
い
る
。
嫌
う
黒
い
霧
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

光
を
受
け
赤
く
た
な
び
く
雲
、
一
見
美
し
い

と
感
ず
る
景
も
日
の
光
を
遮

さ
え
ぎ

っ
て
し
ま
う
。

寿
光
を
受
け
生
き
て
い
る
人
々
を
ど
う
生
き

て
善
い
の
か
迷
わ
し
て
い
る
因
で
は
な
い
の

か
と
。
そ
の
発
想
は
「
経
」
に
返
し
て
い
え

ば
、
好
ま
ぬ
「
霞

か
す
み
」
な
る
を
受
け
て
自
分
で

は
気
付
か
な
か
っ
た
。
隠
れ
て
お
わ
し
ま
す

菩
提
心
が
発あ

ば

か
れ
出
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ

に
こ
れ
も
宿
世
の
善
根
か
な
。
因
縁
か
と
い

わ
れ
る
の
で
す
。
南
陽
、
す
な
わ
ち
南
に
後

生
を
高
僧
に
訪
ね
ん
が
た
め
な
り
。
い
う
な

れ
ば
『
指
南
車
』
は
紛
う
こ
と
な
く
真
実
な

る
自
己
を
探
し
獲
得
す
る
た
め
に
必
要
欠
く

べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

し
た
が
っ
て
『
南
に
指
さ
す
』
い
う
の
は

単
に
「
武
術
」、
料
理
の
「
技
」
等
の
教
習

に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
奥
義
を
求
め
、
究
め
て

い
く
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
機
縁
は
嫌
わ
れ
た

大
霧
と
い
う
自
我
に
対
面
せ
ら
れ
た
と
き
、

自
然
と
洵

ま
こ
と
の
生
き
方
を
求
め
歩
む
と
き
、
洵

の
師
が
お
わ
し
ま
す
と
い
う
「
南
」
に
方
向

が
定
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
傳
内

は
我
が
子
孫
や
料
理
人
の
み
な
ら
ず
、
万
人

が
そ
う
在
ら
ね
ば
な
ぬ
と
廣
く
信
じ
歩
ん
だ

こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

　

今
更
な
が
ら
大
経
の
「
所
欲
聞
法　

自
然

得
聞
」
の
お
言
葉
あ
る
こ
と
の
尊
き
を
思
い

つ
つ
、
菩
提
寺
と
し
て
一
つ
の
項
目
を
こ
の

機
に
気
ま
ま
に
伺
い
さ
せ
て
戴
い
た
こ
と
で

す
。

　

添　

墓
石
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
刻
ま

　
　
　

れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
安
堵
す
る
。

　
　
　

我
ら
同
朋
の
一
人
な
り
。

　
　
　
　
　
　

浄
光
寺
前
住
職　

藤  

宣
章

舟木家の墓（野田山墓地）

「大友楼」当主、大友佐俊

氏はいう。「ご先祖より、

傳内様には言い尽くせぬ

お世話になったのだから、

船木家のお墓にはお参り

をせよと言われ、今も墓

参しております」と。こ

こにも傳内の「意
こころ

」が窺

い知れるというものであ

ろう。

６月の掲示板
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メディア情報

＊おてらくご＊テレビ金沢「となりのテレ金ちゃん」
をはじめ、新聞各紙や専門誌などに取り上げていた
だきました。なかでも今回の「おてらくご」を縁に
小学校の授業に落語が導入された記事は、なんと朝
刊一面トップを飾りました（6 月 7 日付け中日新聞）

＊仏前結婚式＊東本願寺出版の雑誌『月
刊 同

どうぼう

朋』6 月号に仏前結婚式の取り組み
について掲載されました。ご購読希望の
方は当寺まで。350 円。PC、スマホ、タ
ブレットに対応した電子書籍版も有。

※著作権に配慮し、敢えて読みづらい状態で掲載しております。

ク サ ム ス ビ
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除
夜
の
鐘
、
修
正
会

大
晦
日
、
元
旦

　

揺
れ
る
篝か

が
り
び火

に
幻
想
的
に
浮
か
び
上
が

る
本
堂
の
前
に
は
ど
こ
か
ら
と
も
な
く

集
ま
っ
て
こ
ら
れ
た
参
詣
者
た
ち
。
午
後

十
一
時
三
十
分
、
住
職
の
一
吼く

が
高
ら
か

と
鳴
り
響
き
、
皆
さ
ん
も
後
に
続
き
ま
し

た
。
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
境
内
で
は
久
し

ぶ
り
に
テ
ン
ト
を
張
っ
て
の
炊
き
出
し
。

温
か
い
食
べ
物
や
飲
み
物
が
振
る
舞
わ
れ

冷
え
た
身
体
を
癒
や
し
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
本
堂
で
は
午
前
０
時
よ
り

「
修
正
会
」
が
勤
ま
り
ま
し
た
。
お
念
仏

で
年
が
暮
れ
、
ま
た
お
念
仏
で
新
年
が
始

ま
る
。
そ
し
て
ま
た
お
念
仏
で
年
を
終
え

る
。
生
活
の
中
に
お
念
仏
が
あ
る
の
で
は

な
く
、
お
念
仏
の
中
に
私
た
ち
の
生
活
が

あ
る
の
だ
な
ぁ
と
そ
ん
な
こ
と
を
感
じ
つ

つ
、
皆
様
と
と
も
に
新
た
な
一
歩
を
踏
み

出
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

撮影 野関 哲也

年

中

行

事

お
太
子
さ
ん

　

三
月
二
十
一
日
、「
お
太
子
さ
ん
」（
聖

徳
太
子
御
忌
）
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

先
ず
中
尊
前
で
『
正
信
偈
』
の
唱
和
、

続
い
て
親
鸞
聖
人
が
聖
徳
太
子
を
讃
仰
し

お
作
り
に
な
っ
た
「
太
子
和
讃
」
の
お
勤

め
。
そ
の
後
、
聖
徳
太
子
の
お
木
像
を
安

置
す
る
お
厨
子
の
前
に
移
動
し
て
太
子
縁

起
を
拝
読
。
住
職
就
任
後
初
め
て
の
拝
読

の
た
め
少
し
緊
張
し
ま
し
た
が
、
当
寺
に

太
子
像
が
伝
わ
る
不
思
議
と
先
達
の
ご
尽

力
や
ご
苦
労
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
拝
読

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
続
い
て
万
年

講
、
そ
し
て
『
阿
弥
陀
経
』
の
読
経
。
今

こ
こ
に
「
今こ

ん
げ
ん
ざ
い
せ
っ
ぽ
う

現
在
説
法
」
さ
れ
る
太
子
の

お
姿
に
耳
を
傾
け
ま
し
た
。

　

ご
法
話
は
十
数
年
に
渡
り
ご
縁
を
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
大
谷
大
学
前
学
長
で
昨

年
よ
り
鈴
木
大
拙
館
館
長
に
就
任
さ
れ
て

い
る
木
村
宣
彰
先
生
が
ご
多
用
中
に
も
か

か
わ
ら
ず
今
年
も
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
先
生
の
ご
法
話
は
別
紙
『
結く

さ
む
す
び草
』
№

⑯
に
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
是
非
と
も
熟

読
く
だ
さ
い
。
ご
法
話
の
後
、
何
名
か
の

方
が
先
生
に
質
問
を
さ
れ
る
な
ど
、
充
実

し
た
「
お
太
子
さ
ん
」
と
な
り
ま
し
た
。

行
事
の
ご
案
内

ク サ ム ス ビ

　

本
年
も
旧
盆
に
合
わ
せ
て
「
追つ

い
ち
ょ
う
え

弔
会
」

を
執
り
行
い
ま
す
。
お
盆
、
そ
れ
は
亡
き

人
に
も
う
一
度
出
遇
い
直
す
場
。
本
当
に

私
た
ち
は
ご
先
祖
さ
ま
に
出
遇
っ
て
い
る

と
い
え
る
で
し
ょ
う
か
。
ご
先
祖
さ
ま
は
、

何
を
私
た
ち
に
伝
え
よ
う
と
し
て
く
だ

さ
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
皆
さ
ん
と

一
緒
に
訪
ね
て
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ご
法
話
に
は
、
昨
年
に
引
き
続
き
福

井
県
よ
り
真
宗
本
願
寺
派
玄げ

ん
し
ょ
う
じ

性
寺
住
職
、

霊よ
し
か
わ河
秀
樹
師
を
お
迎
え
い
た
し
ま
す
。
温

か
い
歌
声
を
ギ
タ
ー
の
音
色
に
乗
せ
、
わ

か
り
や
す
く
仏
様
の
教
え
を
聞
か
せ
て
く

だ
さ
い
ま
す
。
去
年
の
感
動
を
再
び
！　

春
彼
岸

 「
追
弔
会
」

八
月
十
三
日

午
前
十
時
ヨ
リ

法
話
ラ
イ
ブ 

霊よ
し
か
わ河

秀
樹
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