
此
度
、
長
男
が
九
歳
に
な
る
年
に
合

わ
せ
て
、長
女
（
小
６
）、長
男
（
小

３
）、
若
坊
守
の
三
名
が
真
宗
本
廟
（
京

都
・
東
本
願
寺
）
に
於
い
て
得
度
式
を

受
式
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
浄
光
寺
に

「
釋
尼
受
和
」、「
釋
受
響
」、「
釋
尼
流
弥
」

の
三
名
の
僧
侶
が
新
に
誕
生
し
ま
し
た

こ
と
を
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

得
度
式
と
は
、
真
宗
大
谷
派
の
僧
侶

と
な
る
儀
式
で
、
親
鸞
聖
人
が
九

歳
で
出
家
得
度
さ
れ
た
（
一
一
八
一
年
）

こ
と
に
ち
な
み
、
満
九
歳
か
ら
受
式
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

当
日
は
、
三
七
度
を
超
え
る
暑
さ
の

中
、
全
国
か
ら
集
ま
っ
た
一
二
八

名
と
共
に
白
装
束
を
身
に
ま
と
い
、
御

影
堂
に
て
剃て

い
と
う刀
の
儀
を
受
け
ま
し
た
。

阿
弥
陀
堂
へ
参
拝
の
後
、
親
鸞
聖
人
の

お
墓
所
で
あ
る
大お

お
た
に
そ
び
ょ
う

谷
祖
廟
に
向
か
い
、

親
鸞
聖
人
の
お
骨
が
収
め
ら
れ
た
御ご

び
ょ
う廟

の
前
で
、
僧
侶
と
し
て
歩
み
を
新
た
に

し
た
こ
と
を
ご
報
告
し
て
ま
い
り
ま
し

た
。僧

侶
と
し
て
一
歩
を
踏
み
出
し
た
と

は
い
え
、
ま
だ
ま
だ
右
も
左
も
分

か
ら
な
い
か
た
ち
だ
け
の
僧
侶
で
あ
り

ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
歩
み
の
中
で
、
皆
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さ
ま
方
か
ら
の
お
育
て
を
い
た
だ
き
な
が

ら
、
共
に
成
長
し
て
く
こ
と
が
で
き
れ
ば

と
思
い
ま
す
。
僧
侶
と
い
う
立
場
に
安
住

せ
ず
、
ま
た
俗
に
も
埋
没
す
る
こ
と
な
く
、

聖
人
の
非
僧
非
俗
の
精
神
を
忘
れ
る
こ
と

な
く
、
自
ら
の
身
を
ご
ま
か
す
こ
と
な
く

向
き
合
い
、
僧
侶
と
し
て
生
き
る
と
い
う

こ
と
、
ま
た
人
間
と
し
て
生
き
る
と
い
う

こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
訪
ね
て
ま

い
り
ま
す
。

　

僧
侶
で
あ
ろ
う
と
在
家
で
あ
ろ
う
と
共

に
迷
い
の
身
を
抱
え
た
同
じ
凡
夫
で
あ

り
ま
す
。
共
に
聖
人
の
御
教
え
を
い
た
だ

き
、
共
に
お
念
仏
の
道
を
歩
ん
で
ま
い
り

ま
し
ょ
う
。
今
後
と
も
末
永
い
、
ご
指
導
、

ご
鞭
撻
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

釋
受
響

   

得
度
式
受
式

　
　    

　
令
和
元
年
8
月
4
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

於
東
本
願
寺

クサムスビ
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第
十
回
オ
テ
ラ
ー
ト

　

八
月
二
十
四
日
か
ら
九
月
八
日
の
日
程

で
オ
テ
ラ
ー
ト
金
澤
２
０
１
９
が
四
地

区
、
四
宗
派
、
十
一
の
寺
院
を
会
場
に

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
第
十
回
の
節
目
を

記
念
し
て
、
大お

お
ひ
と
う
や
さ
い

樋
陶
冶
斎
先
生
を
は
じ
め

福ふ
く
し
ま
ぶ
ざ
ん

島
武
山
先
生
な
ど
十
名
の
特
別
招
待
作

家
を
お
迎
え
し
ま
し
た
。
ま
た
約
六
十
名

の
作
家
の
作
品
の
展
示
や
様
々
な
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
な
ど
が
催
さ
れ
、
延
べ
四
千
人

を
超
え
る
来
場
が
あ
り
ま
し
た
。

　

浄
光
寺
で
は
、
映
画
『
武
士
の
献

立
』
の
主
人
公
で
包
丁
侍
と
呼
ば
れ
た

舟ふ
な
き
で
ん
な
い

木
伝
内
と
浄
光
寺
の
繋
が
り
を
ご
縁
に

（
詳
し
く
は
本
紙
第
三
号
を
ご
覧
く
だ
さ

い
）、
森
山
町
小
学
校
の
三
年
生
5
0
名

と
沈
金
師
の
芝し

ば
や
ま
よ
し
の
り

山
佳
範
さ
ん
で
一
緒
に
九

谷
焼
で
作
品
を
作
り
ま
し
た
。
加
賀
野
菜

が
描
か
れ
た
絵
柄
が
味
わ
い
深
く
、
と
て

も
楽
し
い
作
品
が
並
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

映
画
の
料
理
を
監
修
し
た
料
亭
大
友
楼

の
七
代
目
当
主
、
大お

お
と
も
さ
と
し

友
佐
俊
さ
ん
に
よ

る
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
も
開
催
さ
れ
、
加
賀

料
理
や
武
家
料
理
に
つ
い
て
大
変
興
味
深

い
お
話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
ま

た
映
画
の
パ
ネ
ル
や
お
膳
な
ど
、
貴
重
な

品
々
も
展
示
さ
れ
ま
し
た
。

永らく絶えていた赤絵
細描技法を独学で習得
し、現代へ蘇らせた蘇ら
せた、国内外で活躍する
九谷赤絵の第一人者。

福島武山

講演する大友佐俊氏

講演する大友佐俊氏

大友楼所蔵の器小学生作製の九谷焼の皿

オテラート
×

武士の献立



　

当
寺
に
特
別
招
待
作
家
と
し
て
参
加
し

て
く
だ
さ
っ
た
の
は
、
九
谷
焼
赤
絵
の
第

一
人
者
、
福
島
武
山
先
生
。
先
生
の
作
品

の
展
示
だ
け
で
な
く
、
実
演
や
ト
ー
ク
イ

ベ
ン
ト
も
開
催
さ
れ
、
大
変
貴
重
な
機
会

に
恵
ま
れ
ま
し
た
。
と
て
も
人
間
技
と
は

思
え
な
い
ほ
ど
細
か
な
筆
遣
い
に
驚
か
さ

れ
る
と
と
も
に
、
先
生
の
人
柄
に
も
魅
了

さ
れ
、
先
生
の
周
り
に
は
常
に
人
だ
か
り

が
で
き
る
ほ
ど
で
し
た
。

　

ま
た
、
浄
光
寺
で
は
4
名
の
作
家
が
参

加
し
、
今
年
の
テ
ー
マ
「
春
夏
秋
冬
」
を

題
材
に
作
品
を
制
作
し
ま
し
た
。
昨
年
オ

テ
ラ
ー
ト
大
賞
を
受
賞
さ
れ
た
下
橋
晶
さ

ん
（
仏
画
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
）
は
光
で
変
化

す
る
立
体
パ
ネ
ル
、壱
浦
と
大
川
さ
ん
（
会

社
員
）
は
花
器
、
オ
テ
ラ
ー
ト
イ
メ
ー
ジ

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
作
者
で
も
あ
る
島
村
海

南
江
さ
ん
（
金
沢
美
大
）
は
皿
、
芝
山
佳

範
さ
ん
（
沈
金
師
）
は
日
々
変
化
す
る
沈

金
パ
ネ
ル
を
各
々
展
示
し
ま
し
た
。

　

そ
の
他
、
ア
リ
ー
カ
フ
ェ
さ
ん
に
よ
る

コ
ー
ヒ
ー
飲
み
比
べ
講
座
、
伊
田
フ
ァ

ミ
リ
ー
に
よ
る
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
演
奏
会
、

3
D
プ
リ
ン
ト
獅
子
頭
色
付
け
体
験
な
ど

の
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
、
境
内
で
は
駄

菓
子
屋
や
縁
日
も
催
さ
れ
ま
し
た
。

ク サ ム ス ビ
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本
堂
に
響
き
渡
り
ま
し
た
。
今
回
は
じ
め
て

三
年
生
が
来
て
く
れ
ま
し
た
が
、
生
き
生
き

と
し
た
表
情
で
楽
し
ん
で
く
れ
た
こ
と
が
印

象
的
で
し
た
。

十
二
日
の
一
般
の
部
で
は
、
老
若
男
女
、

約
一
〇
〇
名
が
足
を
運
ん
で
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
落
語
は
浄
光
寺
初
登
場
の
笑
福

亭
瓶
二
さ
ん
が
担
当
。
江
戸
の
立
川
流
に
対

し
て
上
方
の
笑
福
亭
。
師
匠
は
あ
の
鶴
瓶
さ

ん
で
す
。
関
西
弁
の
人
情
味
溢
れ
る
語
り
口

で
江
戸
落
語
と
は
雰
囲
気
の
異
な
る
新
し
い

風
を
吹
き
込
ん
で
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

当
日
は
、小
学
生
同
様
「
正
信
偈
」、法
話
、

落
語
の
流
れ
。
落
語
だ
け
で
な
く
法
話
を
楽

し
み
に
来
た
と
い
う
有
難
い
声
も
聞
か
れ
ま

し
た
。
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五
月
四
日
〜
十
二
日
ま
で
十
八
カ
寺

を
会
場
に
、
お
な
じ
み
の
立
川
志し

ら
ら
さ
ん
と
笑し

ょ
う
ふ
く
て
い
へ
い
じ

福
亭
瓶
二
さ
ん
、
さ
ら
に

今
回
初
め
て
立
川
ら
く
次
さ
ん
を
お
迎
え

し
て
「
第
七
回
お
て
ら
く
ご
」
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。　

浄
光
寺
で
は
十
日
、
森
山
町
小
学
校

の
三
年
生
と
四
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
六
回
目
と
な
り
ま
す

が
、
例
年
通
り
「
正
信
偈
」
の
唱
和
〜
法
話

〜
落
語
〜
質
問
タ
イ
ム
の
順
に
進
行
し
て
い

き
ま
し
た
。
正
信
偈
で
は
戸
惑
い
つ
つ
も
、

大
き
な
声
で
お
勤
め
し
て
く
れ
ま
し
た
。
ま

た
聞
き
上
手
な
皆
さ
ん
は
真
剣
な
表
情
で
住

職
の
法
話
に
も
耳
を
傾
け
て
い
ま
し
た
。

　

落
語
は
毎
年
子
供
た
ち
に
大
人
気
の
立
川

志
ら
ら
さ
ん
。「
初
天
神
」
と
「
狸
の
札
」

の
二
席
を
披
露
し
て
く
だ
さ
り
、
笑
い
声
が

落
語
の
演
目
は
「
動
物
園
」
と
「
手
水
廻
し
」

で
、
瓶
二
さ
ん
の
落
ち
着
き
が
あ
り
つ
つ
、

ノ
リ
が
良
い
話
術
と
コ
ミ
カ
ル
な
動
き
が
皆

さ
ん
の
笑
い
を
誘
っ
て
い
ま
し
た
。 

　

今
年
の
お
て
ら
く
ご
も
お
陰
様
で
多
く
の

方
に
笑
い
を
通
し
て
仏
法
に
親
し
ん
で
く

だ
さ
っ
た
よ
う
で
、
今
後
も
こ
の
あ
り
が
た

い
ご
縁
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
次
回
も
志
ら
ら
さ
ん
と
瓶
二
さ
ん
を
お

迎
え
し
ま
す
。

　

第
八
回
「
お
て
ら
く
ご
」
令
和
二
年
五
月

十
日
（
日
）
午
前
十
時
半
・
笑
福
亭
瓶
二

お
楽
し
み
に
。

ー
令
和
２
年
回
忌
表
ー

一
周
忌
・
・平
成
31
年
・令
和
元
年  

（２
０
１
9
年
）

三
回
忌
・
・
・
・
・平
成
30
年

（２
０
１
８
年
）

七
回
忌
・
・
・
・
・平
成
26
年

（２
０
１
４
年
）

十
三
回
忌
・
・
・
・平
成
20
年

（２
０
０
８
年
）

十
七
回
忌
・
・
・
・平
成
16
年

（２
０
０
４
年
）

〈二
十
三
回
忌
〉
・
・平
成
10
年

（１
９
９
８
年
）

二
十
五
回
忌
・
・
・平
成
8
年

（１
９
９
６
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
63
年

（１
９
８
８
年
）

〈二
十
七
回
忌
〉
・
・平
成
6
年

（１
９
９
４
年
）

〈三
十
七
回
忌
〉
・
・昭
和
59
年

（１
９
８
４
年
）

五
十
回
忌
・
・
・
・昭
和
46
年

（１
９
7
１
年
）

き
こ
ま
い
け

毎
月
二
十
八
日
・
午
後
二
時

十
二
月
～
二
月
は
冬
休
み

　
み
ん
な
で
『
正
信
偈
』
の
お
勤
め
の

練
習
と
お
勉
強
を
し
て
い
ま
す
。
途
中

参
加
、
初
心
者
の
方
も
大
歓
迎
で
す
。

法
話 

浄
光
寺
住
職

落
語 
立
川
志
ら
ら

　
　

 
笑
福
亭
瓶
二

五
月

十
日
（
金
）

　
　

十
二
日
（
日
）

小
学
生
ｘ
立
川
流
ｘ
浄
光
寺
×
笑
福
亭

第
七
回
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「除
夜
の
鐘
」・
「修
正
会
」

大
晦
日
・
元
旦

年

中

行

事

　

響
流
す
る
鐘
の
音
と
共
に
平
成
最
後

と
な
る
年
を
迎
え
ま
し
た
。
零
時
よ
り

本
堂
で
は
新
年
初
め
て
の
お
勤
め
「
修

正
会
」
が
勤
ま
り
、
ボ
ー
ッ
と
生
き
る

私
た
ち
の
在
り
方
を
親
鸞
聖
人
の
み
教

え
に
訪
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
身
も
心
も
温
ま
り
ま
し

た
。

「お
太
子
さ
ん
」

　

長
き
渡
り
ご
縁
を
い
た
だ
い
て
い
る

鈴
木
大
拙
館
館
長
の
木
村
宣
彰
先
生
を

今
回
も
お
迎
え
し
て
、
聖
徳
太
子
御
忌

「
お
太
子
さ
ん
」
が
厳
修
さ
れ
ま
し
た
。

　

親
鸞
聖
人
が
数
多
く
残
さ
れ
た
「
聖
徳

太
子
和
讃
」を
て
が
か
り
に「
毒
蛇
悪
龍
」

と
ま
で
い
わ
れ
た
私
た
ち
の
在
り
方
を

聖
徳
太
子
が
大
切
に
さ
れ
た
仏
の
教
え

に
訪
ね
ま
し
た
。
一
昨
年
の
ご
法
話
を

当
寺
法
話
録
『
結
草
』
第
二
十
八
号
に

ま
と
め
て
ご
ざ
い
ま
す
。
熟
読
玩
味
い

た
だ
け
る
と
幸
い
で
す
。

　
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
、
お
盆
に
合
わ
せ
て
「
追

弔
会
」
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。
家
族

揃
っ
て
お
見
え
の
方
も
多
く
あ
り
、
幅
広

い
年
代
の
方
が
お
参
り
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
ご
法
話
に
は
、
法
話
ラ
イ
ブ
で
お
な

じ
み
の
霊
河
秀
樹
師
（
玄
性
寺
住
職
）
を

福
井
県
よ
り
お
迎
え
し
ま
し
た
。
仏
教
讃

歌
や
J
p
o
p
な
ど
親
し
み
の
あ
る
曲

を
交
え
な
が
ら
、
仏
法
を
優
し
い
歌
声
と

ギ
タ
ー
の
音
色
に
乗
せ
て
私
た
ち
に
届

け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
今
回
も
仏
の
涙

が
溢
れ
る
心
温
ま
る
貴
重
な
ご
縁
を
い

た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

八
月
十
三
日

「追
弔
会
」霊

河
秀
樹

玄
性
寺
住
職

　

一
昨
年
よ
り
ア
メ
リ
カ
人
の
旅
行
者

の
受
け
入
れ
を
少
し
ず
つ
は
じ
め
て
ま

い
り
ま
し
た
。
昨
年
は
半
年
間
で
延
べ

五
〇
〇
名
を
超
え
る
ア
メ
リ
カ
人
が
は

る
ば
る
浄
光
寺
に
足
を
運
ん
で
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
当
然
文
化
や
宗
教
な
ど
全

く
異
な
り
ま
す
が
、
日
本
人
の
生
活
や

文
化
、
そ
し
て
宗
教
に
大
変
興
味
を
お

持
ち
で
、
約
一
時
間
半
ほ
ど
の
滞
在
の

中
で
、
仏
教
や
お
寺
の
こ
と
な
ど
を
熱

心
に
学
ん
で
い
か
れ
て
い
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
人
ツ
ア
ー
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十
月
十
七
日
、
十
八
日
の
両
日
、
お
か

げ
さ
ま
で
、
当
寺
「
報
恩
講
」
を
執
り
行

う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
報
恩
講
を
お
迎

え
す
る
に
あ
た
り
、
十
月
十
四
日
、
皆
様

方
に
は
本
堂
の
仏
具
の
お
み
が
き
に
ご
協

力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
回
も
多
く
の
方

に
お
力
添
え
い
た
だ
き
、
ピ
カ
ピ
カ
な
仏

具
で
ほ
お
ん
こ
さ
ん
を
お
迎
え
す
る
こ
と

が
で
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
）
よ
り
ご
法
話
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
人
と
し
て
生
ま
れ
て

き
た
こ
と
、
死
す
べ
き
者
と
し
て
生
ま
れ

て
き
た
こ
と
の
重
大
さ
に
つ
い
て
丁
寧

に
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ボ
ー
ッ

と
生
き
て
い
る
私
た
ち
の
そ
の
生
き
方

が
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
皆
さ
ん
と
ご
一

緒
に
あ
り
が
た
く
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。

　
「
初
夜
」
の
お
勤
め
の
後
は
毎
年
恒
例

の
ビ
デ
オ
上
映
。
今
回
は
『
歎
異
抄~

親
鸞
さ
ま
と
唯
円
』
を
上
映
し
、
親
鸞

聖
人
の
お
弟
子
の
唯
円
が
書
き
記
し
た

『
歎
異
抄
』
を
通
し
て
親
鸞
聖
人
の
生
き

生
き
と
し
た
お
言
葉
に
耳
を
傾
け
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
「
き
こ
ま
い
け
」
で
も
報
恩
講
を
お

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
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
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
。

勤
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
日

の
為
に
正
信
偈
の
練
習
を
重
ね
て
こ
ら
れ

た
皆
さ
ん
が
中
心
と
な
っ
て
み
ん
な
で
正

信
偈
を
唱
和
。
緊
張
し
つ
つ
も
一
生
懸
命

声
を
出
し
て
く
だ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割

を
果
た
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
住
職
の

法
話
の
後
に
は
、
恒
例
の
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
令
和
二
年
三
月
二
十
八

日
（
土
）
よ
り
八
年
目
の
「
き
こ
ま
い
け
」

を
再
開
し
ま
す
。「
き
こ
ま
い
け
」
で
は

正
信
偈
の
お
勤
め
の
練
習
や
そ
の
教
え
を

学
ん
で
い
ま
す
。
途
中
参
加
も
大
歓
迎
で

す
。
皆
様
の
お
越
し
を
心
よ
り
お
待
ち
し

て
お
り
ま
す
。　

 
「
報
恩
講
」

十
月
十
七
日
・
十
八
日

道
因
寺
住
職

相
馬　

豊
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