
八
月
二
五
日
か
ら
九
月
九
日
ま
で

十
六
日
間
の
日
程
で
オ
テ
ラ
ー
ト

金
澤
２
０
１
８
が
曹
洞
宗
、
日
蓮
宗
、
真

言
宗
、
浄
土
真
宗
の
十
一
カ
寺
を
会
場
に

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
今
年
の
テ
ー
マ
「
生

き
と
し
生
け
る
も
の
」
を
題
材
に
国
内

外
の
作
家
や
学
生
な
ど
七
十
名
が
作
品
展

示
。
ま
た
五
十
を
超
え
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
等
も
開
催
さ
れ
、
多
く
の
方
が
ア
ー
ト

や
お
寺
に
親
し
ん
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

浄
光
寺
が
、
竹
久
夢
二
の
妻
、
岸
た
ま

き
の
生
家
の
菩
提
寺
で
あ
る
と
い
う

ご
縁
で
、
夢
二
を
題
材
に
作
品
を
制
作
し
ま

し
た
。
美
人
画
で
有
名
な
夢
二
で
す
が
、
子

供
思
い
で
も
あ
っ
た
と
い
う
一
面
に
ス
ポ
ッ

ト
を
当
て
て
、
夢
二
が
子
供
た
ち
の
た
め
に

残
し
た
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
」
を
中
心

と
し
た
イ
ラ
ス
ト
を
題
材
に
、
森
山
町
小
学

校
三
年
生
五
十
名
と
沈
金
師
の
芝し

ば
や
ま
よ
し
の
り

山
佳
範

さ
ん
が
一
緒
に
立
体
作
品
を
制
作
。
子
供
た

ち
が
作
っ
た
色
と
り
ど
り
の
生
き
も
の
を
境

内
や
本
堂
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
展
示
し
ま
し

た
。
来
場
者
の
皆
さ
ん
に
は
、
今
回
の
た
め

に
作
製
し
た
『
夢
二
生
き
も
の
図
鑑
』
を
手

に
作
品
探
し
を
楽
し
み
な
が
ら
作
品
鑑
賞
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
夢
二
が
残
し
た

童
謡
を
小
学
生
が
暗
唱
。
そ
の
様
子
を
撮
影

-1-

そ
の
他
、
6
名
の
作
家
や
学
生
の
作

品
展
示
や
オ
テ
ラ
ー
ト
な
ら
で
は

の
演
出
満
載
の
「
オ
テ
ラ
ー
ト
ウ
ェ
デ
ィ

ン
グ
」（
仏
前
結
婚
式
）、
夢
二
を
テ
ー
マ

に
し
た
「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
重
陽
の

茶
会
」、
縁
日
や
駄
菓
子
の
「
駄
菓
子
屋

か
ふ
ぇ
」、「
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
投
影
会
」、

「
コ
ー
ヒ
ー
飲
み
比
べ
講
座
」、「
レ
ザ
ー

ク
ラ
フ
ト
体
験
」、「
3
D
プ
リ
ン
ト
獅
子

頭
色
付
け
体
験
」、「
ク
イ
ズ
ラ
リ
ー
」
な

ど
様
々
な
関
連
行
事
も
開
催
し
ま
し
た
。

影
編
集
し
た
映
像
作
品
も
常
時
上
映
し
ま
し

た
。
最
終
日
に
は
金
沢
湯
涌
夢
二
館
館
長
の
太
田

昌
子
氏
を
講
師
と
し
て
お
迎
え
し
て
ト
ー
ク
イ
ベ

ン
ト
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

仏
前
結
婚
式

お
寺
で
ア
ー
ト

   

オ
テ
ラ
ー
ト

　     

竹
久
夢
二
と
こ
ど
も

　
　    

　
9
月
1
日
～
9
月
9
日

夢
二
の
妻
「
岸
た
ま
き
」
生
家
の

菩
提
寺
、
浄
光
寺
で
開
催
！

クサムスビ
2019年　（平成 31 年）3 月1日発行『結草』別冊クサムスビ vol.8
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「
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
」

~

竹
久
夢
二
の
妻
〈
岸
た
ま
き
〉

と
三
人
の
子
供
た
ち
～

　
　
　
　
　
　

講
師　

太
田
昌
子

　
　

９
月
９
日
（
日
）
午
後
３
時

　

そ
の
他
、
夢
二
の
作
品
の
パ
ネ
ル
展
示
や

夢
二
塗
り
絵
、
お
茶
会
な
ど
も
開
催
。
沈
金

師
の
芝
山
佳
範
さ
ん
が
お
茶
会
の
た
め
に
夢

二
を
題
材
と
し
た
棗
を
制
作
し
ま
し
た
。

　

夢
二
は
子
供
た
ち
が
絵
を
上
手
に
描

け
る
よ
う
に
と
多
く
の
イ
ラ
ス
ト
を
残

し
て
い
ま
す
。
そ
の
イ
ラ
ス
ト
を
お
手

本
に
小
学
生
が
生
き
も
の
を
立
体
作
品

を
制
作
し
色
付
け
を
し
ま
し
た
。
制
作

に
参
加
し
た
子
供
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
多
く
の
来
場
者
が
夢
中
に
な
っ

て
作
品
探
し
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
全

部
見
つ
け
て
下
さ
っ
た
方
に
は
夢
二
館

よ
り
素
敵
な
記
念
品
が
進
呈
さ
れ
ま
し

た
。

　

オ
テ
ラ
ー
ト
最
終
日
、
今
回
の
企
画
の
締
め
く

く
り
と
し
て
講
師
に
金
沢
湯
涌
夢
二
館
館
長
の
太

田
昌
子
氏
を
お
迎
え
し
て
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
を
開

催
。
夢
二
の
子
供
思
い
の
一
面
や
岸
た
ま
き
と
浄

光
寺
の
関
係
な
ど
丁
寧
に
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
ま
た
岸
家
の
子
孫
で
あ
る
岸
九
郎
さ
ん
が
は

る
ば
る
千
葉
よ
り
駆
け
つ
け
て
く
だ
さ
り
貴
重
な

ご
縁
を
頂
戴
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。



ク サ ム ス ビ

-3-

プラネタリウム駄菓子屋かふぇ コーヒー講座

アメリカ人ツアー レザークラフト東山地区住職ツアー

東山地区寺院ストラップ
（ガチャガチャ）

3Dプリント獅子頭色付け体験VR森山町小学校

久家志穂（金沢美術工芸大学彫刻専攻） 坪田凌哉（金沢学院大学芸術学部） 田中美路（NY在住陶芸家）

下橋晶 (仏画アーティスト）作田賢三（金沢学院大学芸術学部） 芝山佳範（沈金師）



ク サ ム ス ビ

-4-

◎
参
加
者
の
声
・
其
の
一

　
　

           

野
関 

映
実
子
（
中
学
生
）　

　

東
本
願
寺
は
金
沢
で
は
見
た
こ
と
の
な

い
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
で
、
そ
れ
に
と
て
も

驚
い
た
。
本
堂
は
立
派
な
木
造
の
柱
で
、

造
り
が
し
っ
か
り
と
し
て
い
て
強
い
と
感

じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
き
れ
い
な
灰
色
の

屋
根
瓦
に
対
し
て
漆
黒
の
屋
根
内
と
ほ
ど

こ
さ
れ
た
金
の
装
飾
と
白
が
映
え
、
そ
れ

ら
に
大
き
さ
も
加
え
ら
れ
威
圧
感
を
感
じ

ら
れ
る
ほ
ど
だ
っ
た
。

と
の
な
い
「
音
楽
法
要
」
が
最
大
で
は
な

い
か
と
思
っ
た
。
内
陣
・
余
間
・
外
陣
出

仕
者
や
導
師
が
入
堂
、
退
堂
す
る
時
に
は

エ
レ
ク
ト
ー
ン
奏
楽
に
よ
っ
た
も
の
で
、

浄
土
和
讃
や
高
僧
和
讃
な
ど
の
合
唱
で
は

テ
ノ
ー
ル
独
唱
や
混
声
合
唱
な
ど
本
格
的

な
も
の
で
と
て
も
驚
い
た
。
音
が
加
え
ら

れ
る
こ
と
で
荘
厳
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
る

と
思
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
親
鸞
聖
人
御
誕
生
会
は
有

名
な
東
本
願
寺
で
大
規
模
に
行
わ
れ
た
の

で
親
鸞
聖
人
は
そ
れ
ほ
ど
有
名
で
大
切
に

さ
れ
て
い
る
方
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
わ

か
っ
た
。

四
月
一
日
（日
）

「春
の
法
要
バ
ス
旅
行
」

　

親
鸞
聖
人
御
誕
生
会

で
は
金
沢
で
は
な
い
よ

う
な
こ
と
が
多
く
あ
っ

た
。
ま
ず
、
寺
内
が
広

い
こ
と
も
あ
っ
て
多
く

の
参
詣
人
が
い
て
、
普

段
は
わ
か
ら
な
い
が
、

多
く
の
人
が
親
鸞
聖

人
の
誕
生
会
を
祝
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
っ
た
。
次
に
入
堂
さ

れ
た
内
陣
・
余
間
・
外

陣
出
仕
者
の
多
さ
に
驚

い
た
。
ま
た
今
回
の

親
鸞
聖
人
御
誕
生
会
で

は
、
金
沢
で
聞
い
た
こ

　

京
都
東
本
願
寺
で
執
り
行
わ
れ
た
春
の

法
要
（
親
鸞
聖
人
御
誕
生
会
）
に
浄
光

寺
か
ら
団
体
参
拝
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ま
た
親
鸞
聖
人
が
幼
少
期
を
過
ご
さ

れ
た
日
野
の
法
界
寺
も
訪
ね
幼
き
聖
人
が

向
き
合
わ
れ
た
阿
弥
陀
如
来
に
手
を
合
わ

す
ご
縁
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

◎
参
加
者
の
声
・
其
の
二

　
　

        　
　
　
　
　
　

河
合 

道
子

　
私
に
と
っ
て
東
本
願
寺
（
真
宗
本
廟
）

は
も
ち
ろ
ん
、
別
邸
「
渉
成
園
」
も
始
め

て
で
想
像
も
出
来
な
い
旅
の
は
じ
ま
り
で

し
た
。
親
鸞
聖
人
御
誕
生
会
の
音
楽
法
要

に
出
会
え
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
日
と

な
り
ま
し
た
。
こ
の
時
期
は
、
ま
だ
肌
寒

く
早
朝
に
浄
光
寺
へ
立
ち
寄
り
、
バ
ス
は

満
席
と
な
り
一
路
京
都
へ
と
向
か
い
ま
し

た
。
最
初
の
参
拝
は
親
鸞
聖
人
誕
生
地
で

あ
る
日
野
薬
師
「
法
界
寺
」
を
訪
ね
ま
し

訪
ね
ま
し
た
。
住
職
の
お
話
を
聞
き
、

聖
人
が
両
親
と
早
く
に
別
れ
９
歳
ま
で

過
ご
さ
れ
た
お
寺
で
、
国
宝
に
阿
弥
陀

堂
、
阿
弥
陀
如
来
座
像
と
数
多
く
の
重

文
の
仏
様
や
壁
画
、
建
物
を
有
し
て
お

り
、
日
野
家
の
菩
提
寺
と
し
て
八
百
余

年
の
歴
史
を
伝
え
て
お
り
ま
す
。
特
に

阿
弥
陀
如
来
座
像
は
丈
六
の
仏
像
で
穏

や
か
な
表
情
で
自
然
に
手
を
合
わ
せ
て

い
ま
し
た
。

　

お
昼
は
法
要
期
間
中
、
渉
成
園
で
の

粥
膳
は
一
日
２
回
で
各
回
１
２
０
名
の

定
員
で
人
気
が
あ
り
、
予
約
者
で
満
席 法界寺（日野の里））

東本願寺御影堂
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地
元
（
森
山
と
馬
場
）
や
浄
光
寺
を
舞
台

と
し
た
時
代
小
説
で
三
年
前
の
オ
テ
ラ
ー
ト

で
も
題
材
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
時
代
小
説

『
獅
子
で
勝
負
だ
、菊
三
』（
剣
町
柳
一
郎
作
）

を
東
山
「
響
会
」
が
演
出
。
東
山
「
響
会
」

で
は
、東
山
寺
院
群
の
お
寺
を
会
場
と
し
て
、

そ
の
歴
史
・
そ
こ
に
ま
つ
わ
る
物
語
な
ど
を

朗
読
を
交
え
た
コ
ン
サ
ー
ト
「
寺
と
音
と
語

り
」
を
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。　
今
回
浄
光

寺
で
は
、
語
り
と
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
、
ピ
ア
ノ

の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
で『
獅
子
で
勝
負
だ
、

菊
三
』
の
世
界
観
を
見
事
に
表
現
し
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。
情
の
こ
も
っ
た
語
り
と
素
敵

な
演
奏
、
そ
し
て
目
の
前
に
は
小
説
に
登
場

す
る
獅
子
と
本
堂
、
境
内
の
大
銀
杏
・
・
・

思
わ
ず
実
際
に
、
幕
末
そ
ん
な
話
が
あ
っ
た

か
の
よ
う
に
錯
覚
し
て
し
ま
い
そ
う
に
（
小

説
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）。
ま
た
ト
ラ
ン
ペ
ッ

ト
の
表
現
力
や
本
堂
と
の
相
性
の
良
さ
に

も
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

　
個
人
的
に
思
い
入
れ
の
あ
る
作
品
が
こ

の
よ
う
な
か
た
ち
で
新
た
に
息
を
吹
き
込

ま
れ
る
ご
縁
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
て

大
変
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
ま
た
と
な
い
機
会
を
企
画

し
て
く
だ
さ
っ
た
「
響
会
」
と
出
演
者
の

皆
様
、
そ
し
て
当
日
駆
け
つ
け
て
下
さ
っ

た
著
者
の
剣
町
さ
ん
に
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。

で
す
。
食
事
は
全
員
の
配
膳
が
終
わ
る
ま

で
待
ち
、
食
前
の
こ
と
ば
を
唱
和
し
て
か

ら
食
べ
始
め
、
量
が
少
な
い
と
思
い
ま
し

た
が
、
お
か
わ
り
も
出
来
美
味
し
く
頂
き
、

お
な
か
が
満
た
さ
れ
ま
し
た
。
食
後
の
こ

と
ば
も
全
員
で
唱
和
を
し
て
終
わ
り
ま
し

た
。
お
粥
は
真
宗
本
廟
に
お
供
え
し
た
お

仏
飯
の
お
下
が
り
を
用
い
て
調
理
し
た
も

の
で
、
有
り
難
く
頂
き
ま
し
た
。

　

音
楽
法
要
は
名
の
と
お
り
本
来
な
ら
ば

僧
侶
の
お
経
に
よ
る
進
行
が
、
エ
レ
ク

ト
ー
ン
奏
楽
、
合
唱
団
に
よ
る
混
声
合
唱
、

テ
ノ
ー
ル
独
唱
な
ど
音
楽
法
要
の
荘
厳
さ

に
感
動
し
ま
し
た
。
終
了
後
の
自
由
期
間

に
は
修
復
さ
れ
た
阿
弥
陀
堂
を
見
学
し
ま

し
た
。
内
陣
の
金
箔
は
一
段
と
映
え
、
光

り
輝
い
て
い
ま
し
た
。
住
職
の
お
話
で
は

浄
光
寺
門
徒
の
方
が
納
入
し
た
と
聞
き
改

め
て
金
沢
の
金
箔
工
芸
の
知
名
度
を
知
る

こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
昼
食
会
場
の
渉
成

園
の
庭
園
散
策
を
楽
し
み
ま
し
た
。

　

今
回
の
本
願
寺
参
拝
は
私
に
と
っ
て
は

始
め
て
の
体
験
で
境
内
か
ら
眺
め
た
御
影

堂
と
阿
弥
陀
堂
は
壮
大
で
も
の
す
ご
い
大

き
さ
に
驚
き
と
威
厳
に
感
動
し
忘
れ
る
こ

と
の
出
来
な
い
旅
と
な
り
ま
し
た
。
参
拝

の
機
会
を
作
っ
て
頂
い
た
住
職
に
感
謝
を

申
し
上
げ
ま
す
。

「
寺
と
音
と
語
り
」

六
月
十
日
（日
）

語
り 　

 

市
川
幸
子

ト
ラ
ン
ペ
ット 

池
下
知
子

ピ
ア
ノ 　

棒
田
美
江

渉成園

音楽法要
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さ
ん
を
お
招
き
し
ま
し
た
。
落
語
を
縁
に

気
軽
に
仏
法
に
触
れ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と

開
催
し
て
き
た
「
お
て
ら
く
ご
」
で
す
が
、

お
か
げ
さ
ま
で
今
年
も
大
変
多
く
の
方
に

足
を
お
運
び
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
ま
た
昨
年
同
様
、
一
般
向
け
の
公
演

の
他
、
森
山
町
小
・
馬
場
小
・
浅
ノ
川
小

の
三
校
を
招
待
し
ま
し
た
。

十
一
日
、
午
後
二
時
、
森
山
町
小
学

校
の
四
年
生
と
五
年
生
約
一
〇
〇

名
が
お
て
ら
く
ご
に
参
加
し
ま
し
た
。
小

学
生
を
招
待
す
る
の
は
こ
れ
で
五
回
目
で

オ
テ
ラ
―
ト
な
ど
で
も
本
堂
を
訪
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
皆
さ
ん
リ
ラ
ッ
ク

ス
し
た
様
子
。
例
年
通
り
「
正
信
偈
」
の

唱
和
～
法
話
～
落
語
の
順
に
進
行
し
て
い
き

ま
し
た
。

　
先
ず
は
「
正
信
偈
」
を
唱
和
。
は
じ
め
て

の
子
も
多
く
い
た
よ
う
で
す
が
、
み
ん
な
一

生
懸
命
声
を
出
し
て
く
れ
ま
し
た
。
続
く
住

職
の
法
話
で
は
「
い
の
ち
の
つ
な
が
り
」
に

つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

次
は
い
よ
い
よ
落
語
の
時
間
。
昨
年
ま
で
は

毎
年
小
学
生
が
前
座
で
落
語
を
披
露
し
て
く

れ
て
い
ま
し
た
が
残
念
な
が
ら
今
回
は
落
語

を
し
て
く
れ
る
子
が
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
お

て
ら
く
ご
が
縁
で
学
校
に
で
き
た
落
語
ク
ラ
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五
月
五
日
～
十
三
日
ま
で
前
期
・
後

期
の
二
期
に
渡
り
「
第
六
回
お
て

ら
く
ご
」
が
十
六
カ
寺
を
会
場
に
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
落
語
家
さ
ん
は
お
て
ら
く
ご

で
は
お
な
じ
み
の
三
人
。
立
川
流
か
ら
は

立
川
志
ら
く
師
匠
の
弟
子
、
立
川
志し

ら
ら

さ
ん
と
立
川
吉き

っ
こ
う幸
さ
ん
、
笑
福
亭
か
ら
は

笑し
ょ
う
ふ
く
て
い
つ
る
べ

福
亭
鶴
瓶
さ
ん
の
弟
子
の
笑し

ょ
う
ふ
く
て
い
へ
い
じ

福
亭
瓶
二

ブ
も
な
く
な
っ
た
そ
う
で
少
し
寂
く
な
り
ま

し
た
が
き
っ
と
ま
た
復
活
し
て
く
れ
る
こ
と

で
し
ょ
う
。　

落
語
は
毎
年
子
供
た
ち
に
大
人
気
の
立

川
志
ら
ら
さ
ん
。「
親
子
酒
」、「
つ
る
」

の
二
席
を
披
露
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
最

初
は
戸
惑
っ
て
い
た
子
も
い
ま
し
た
が
あ
っ

と
い
う
間
に
落
語
の
世
界
に
引
き
込
ま
れ
て

い
き
ま
し
た
。
恒
例
の
質
問
タ
イ
ム
も
盛
り

上
が
り
、
お
か
げ
さ
ま
で
今
回
も
終
始
笑
い

声
が
絶
え
な
い
賑
や
か
な
時
間
を
共
有
さ
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ー
平
成
31
年
回
忌
表
ー

一
周
忌
・
・
・
・
・平
成
30
年  

（２
０
１
8
年
）

三
回
忌
・
・
・
・
・平
成
29
年

（２
０
１
7
年
）

七
回
忌
・
・
・
・
・平
成
25
年

（２
０
１
3
年
）

十
三
回
忌
・
・
・
・平
成
19
年

（２
０
０
7
年
）

十
七
回
忌
・
・
・
・平
成
15
年

（２
０
０
3
年
）

〈二
十
三
回
忌
〉
・
・平
成
9
年

（１
９
９
7
年
）

二
十
五
回
忌
・
・
・平
成
7
年

（１
９
９
5
年
）

※

〈

 

〉
内
の
年
忌
法
要
を
勤
め
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

  

法
要
の
ご
依
頼
は
お
早
め
に
。

三
十
三
回
忌
・
・
・昭
和
62
年

（１
９
８
7
年
）

〈二
十
七
回
忌
〉
・
・平
成
5
年

（１
９
９
3
年
）

〈三
十
七
回
忌
〉
・
・昭
和
58
年

（１
９
８
3
年
）

五
十
回
忌
・
・
・
・昭
和
45
年

（１
９
7
０
年
）

　

第
二
回
「
寺
キ
ャ
ン
」

　

夏
休
み
に
小
学
生
の
子
供
た
ち
が
お
寺

で
キ
ャ
ン
プ
！
お
参
り
や
朝
の
鐘
撞
き
、

カ
レ
ー
作
り
、
す

い
か
割
り
、
花

火
、
肝
試
し
な
ど

を
楽
し
み
な
が
ら

本
堂
に
お
泊
り
し

ま
し
た
。

法
話 

浄
光
寺
住
職

落
語 
立
川
志
ら
ら

　
　

 
立
川
吉
幸

五
月
十
一
日
（
金
）

　
　

十
三
日
（
日
）

小
学
生
ｘ
立
川
流
ｘ
浄
光
寺

第
六
回
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十
三
日
、
日
曜

日
、
午
前

十
時
半
か
ら
は
一

般
の
部
。
雨
模
様

で
し
た
が
有
難
い

「除
夜
の
鐘
」・
「修
正
会
」

大
晦
日
・
元
旦

年

中

行

事

　

響
流
す
る
鐘
の
音
に
包
ま
れ
な
が
ら
皆

様
と
共
に
新
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。
午
前
零
時
よ
り
本
堂
で
は
「
修
正

会
」が
勤
ま
り
、ど
の
よ
う
に
生
き
て
き
て
、

ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
く
の
か
み
教
え
に

た
ず
ね
ま
し
た
。
ま
た
篝か

が
り
び火
が
焚
か
れ
た

境
内
で
は
温
か
い
食
べ
物
や
飲
み
物
も
提

供
さ
れ
ま
し
た
。

「お
太
子
さ
ん
」

　

十
五
年
を
超
え
る
長
き
ご
縁
を
い
た

だ
い
て
い
る
鈴
木
大
拙
館
館
長
の
木
村

宣
彰
先
生
が
今
年
も
聖
徳
太
子
御
忌
「
お

太
子
さ
ん
」
の
ご
講
師
を
勤
め
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
親
鸞
聖
人
は
ご
和
讃
に
「
和

国
の
教
主
聖
徳
皇
」
と
太
子
は
日
本
の
お

釈
迦
さ
ま
で
あ
る
と
ま
で
詠
わ
れ
て
い

ま
す
。
な
ぜ
そ
こ
ま
で
聖
人
は
お
太
子
さ

ん
の
こ
と
を
大
切
に
し
た
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
し
て
私
た
ち
は
お
太
子
さ
ん
を
ど

う
い
た
だ
い
て
い
る
の
か
。
太
子
の
御
木

像
を
前
に
改
め
て
耳
を
傾
け
ま
し
た
。

　
三
月
二
十
一
日

鈴
木
大
拙
館
館
長

木
村
宣
彰
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八
月
十
三
日
、「
追
弔
会
」
が
執
り
行

わ
れ
ま
し
た
。
お
盆
と
い
う
こ
と
も
あ

り
、
幅
広
い
年
代
の
方
が
お
参
り
さ
れ
ま

し
た
が
、
ど
な
た
様
も
亡
き
人
が
私
た
ち

に
結
ん
で
く
だ
さ
っ
た
仏
縁
を
大
切
に

い
た
だ
い
て
い
か
れ
ま
し
た
。
ご
法
話
に

は
今
回
初
め
て
、
金
沢
市
北
寺
町
よ
り
順

教
寺
住
職
の
細
川
公
英
師
を
お
迎
え
し

ま
し
た
。
仏
か
ら
の
願
い
に
つ
い
て
熱
の

こ
も
っ
た
お
話
を
丁
寧
に
し
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。

八
月
十
三
日

「追
弔
会
」細

川
公
英

順
教
寺
住
職

こ
と
に
大
変
多
く
の
方
々
が
足
を
お
運
び
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
ま
ず
は
「
正
信
偈
」
の
お

勤
め
。
続
い
て
住
職
法
話
。「
あ
た
り
ま
え
」、

「
お
か
げ
さ
ま
」
に
つ
い
て
話
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
落
語
は
立
川
吉
幸
さ
ん
が
担

当
。
三
年
ぶ
り
の
登
場
と
な
り
ま
す
。
古
典

落
語
の
「
た
い
こ
腹
」
と
「
権
助
魚
」
の
二

席
を
楽
し
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
い
よ

い
よ
真
打
に
昇
進
さ
れ
る
吉
幸
さ
ん
。
今
後

の
ご
活
躍
が
楽
し
み
で
す
ね
。
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十
月
十
七
日
、十
八
日
の
両
日
、当
寺
「
報

恩
講
」
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。
報
恩
講
を

お
迎
え
す
る
に
あ
た
り
十
月
八
日
に
は
本

堂
の
仏
具
を
磨
き
ま
し
た
。
有
難
い
こ
と

に
初
参
加
の
方
も
多
く
あ
り
一
緒
に
仏
さ

ま
の
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
ご
縁

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

報
恩
講
「
逮
夜
」
並
び
に
「
日
中
」
の

ご
法
話
は
、
昨
年
に
引
き
続
き
相
馬
豊
師

（
白
山
市
・
道
因
寺
住
職
）
が
お
話
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
普
段
私
た
ち
が
喜
び
と
し
て

い
る
そ
の
喜
び
の
内
容
を
問
わ
れ
る
思
い

で
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
両
日
ご

法
話
の
後
に
は
お
斎
の
接
待
が
あ
り
、
お

世
話
く
だ
さ
っ
た
手
づ
く
り
の
お
斎
を

あ
り
が
た
く
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。「
初

夜
」で
は
、昨
年
に
引
き
続
き
Ｄ
Ｖ
Ｄ『
七

高
僧
も
の
が
た
り
』
を
上
映
。
七
高
僧

下
三
祖
の
生
涯
を
通
し
て
お
念
仏
の
教

え
を
い
た
だ
き
な
お
し
ま
し
た
。

　

ま
た
親
鸞
聖
人
の
祥
月
命
日
に
あ
た

る
十
一
月
二
十
八
日
に
は
、
当
寺
聞
法

会
恒
例
の
「
き
こ
ま
い
け
報
恩
講
」
が

開
か
れ
、
こ
の
日
の
為
に
正
信
偈
の
練

習
を
重
ね
て
こ
ら
れ
た
参
加
者
の
皆
さ

ん
が
中
心
と
な
っ
て
報
恩
講
の
お
勤
め

を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
住
職
の
法

話
の
後
に
は
ぜ
ん
ざ
い
を
い
た
だ
い
て

今
年
度
の
「
き
こ
ま
い
け
」
を
締
め
く

く
り
ま
し
た
。
尚
、
次
年
度
は
三
月

二
十
八
日
よ
り
再
開
し
ま
す
。
一
緒
に

正
信
偈
を
学
び
ま
し
ょ
う
。
皆
様
の
お

越
し
を
心
よ
り
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

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
〉

行
事
の
ご
案
内

「
お
太
子
さ
ん
」

日
　
　
三
月
二
十
一
日（
祝
）

時
　
　
午
後
一
時

法
話
　
木
村
宣
彰 

師
（
鈴
木
大
拙
館
館
長
）

 　

「
お
て
ら
く
ご
」

日
　
　
五
月
十
三
日（
日
）

時
　
　
午
前
十
時
半

落
語
　
笑
福
亭
瓶
二

■
三
月
二
十
八
日
よ
り
「
き
こ
ま
い

け
」
を
再
開
い
た
し
ま
す
。

　

情
報
誌
『
月
刊
ク
ラ
ビ
ズ
ム
』

一
月
号
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

 
「
報
恩
講
」

十
月
十
七
日
・
十
八
日

道
因
寺
住
職

相
馬　

豊
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