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影

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

令
和
五
年
⼗
⼀
⽉
⼀
⽇
発
⾏ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
浄
土
宗
⻄
山
禅
林
寺
派 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
常
 
林
 
院
  

 
      

ど
う
に
も
な
ら
ぬ 

そ
の
ま
ま
で 

み
ん
な 

浄
土
の
華
に
な
る 

 

 
    
    

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

⼝
を
開
け
ば 

愚
痴

ぐ

ち

が
出
る 

 

相
⼿
を
妬ね

た

み 

自
⼰
を
省

か
え
り

み
ず 

 

ど
う
し
よ
う
も
な
い
私
が 

ど
う
し
よ
う
も
な
い
ま
ま  

 

阿
弥
陀
さ
ま
に 

救す
く

わ
れ
て
い
く 
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開
宗
八
五
〇
年 

の
生
涯 

 
 
  

 
 
 
︻
⼗
四
︼ 

四
国
へ
配
流

 
 

還
俗 

 

可
愛
が
っ
て
い
た
⼥
官
の

松
⾍
と
鈴
⾍
が
出
家
し
た
こ

と
を
知
っ
た
後
鳥
羽
上
皇
は

激
怒
し
︑
法
然
上
⼈
は
還
俗

げ
ん
ぞ
く

︵
僧
侶
か
ら
俗
⼈
に
戻
さ
れ

る
こ
と
︶
さ
せ
ら
れ
︑
藤
井

元
彦
の
名
で
土
佐
︵
後
に
讃

岐
に
変
更
︶
へ
配
流
と
な
り

ま
し
た
︒ 

弟
⼦
た
ち
は
法
然
上
⼈
の

⾝
を
案
じ
︑ 

﹁
表
向
き
は
念
仏
を
停
⽌
し

て
︑
内
々
で
布
教
さ
れ
て
は

ど
う
で
し
ょ
う
か
﹂ 

と
提
案
す
る
者
も
い
ま
し
た

が
︑
法
然
上
⼈
は
︑ 

﹁
か
ね
て
か
ら
地
方
へ
⾏
き
︑

念
仏
の
教
え
を
広
め
た
い
と

思
っ
て
い
た
︒
今
回
︑
そ
の

望
み
が
叶
え
ら
れ
た
の
だ
﹂

と
答
え
ら
れ
︑
念
仏
の
教
え

を
広
め
る
姿
勢
を
変
え
ら
れ

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
︒ 

 

 兼
実
と
の
別
れ 

 

九
条
兼
実
は
︑
師
で
あ
る

法
然
上
⼈
を
救
え
な
か
っ
た

悲
し
み
に
く
れ
て
い
ま
し
た
︒ 

兼
実
は
法
然
上
⼈
を
法
性

寺
に
招
き
︑
別
れ
を
惜
し
む

よ
う
に
最
後
の
語
ら
い
を
し

ま
し
た
︒ 

配
流
の
⾏
き
先
が
土
佐
か

ら
︑
九
条
家
の
所
領
で
あ
る

讃
岐
に
変
更
に
な
っ
た
の
は
︑

こ
の
九
条
兼
実
の
配
慮
に
よ

る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
︒ い

よ
い
よ
別
れ
の
時
︑
法

然
上
⼈
は
九
条
兼
実
に
次
の

御
歌
を
詠
ま
れ
ま
し
た
︒ 

 

露
の
⾝
は
  

こ
こ
か
し
こ
に
て
  

き
え
ぬ
と
も
  

こ
こ
ろ
は
お
な
じ
  

は
な
の
う
て
な
ぞ 

 
※
は
な
の
う
て
な
＝
蓮
台 

 

〜
私
た
ち
は
露
の
よ
う
に 

い
つ
か
は
消
え
て
し
ま 

い
ま
す
が
︑
必
ず
お
浄
土 

の
蓮
の
上
で
再
会
し
ま
し 

ょ
う
〜 

 

九
条
兼
実
は
︑
こ
の
別
れ

の
翌
⽉
︑
五
⼗
九
歳
で
こ
の

世
を
去
り
ま
す
︒ 

 

四
国
へ 

 

三
⽉
⼗
六
⽇
︒
た
く
さ
ん

の
弟
⼦
た
ち
に
⾒
送
ら
れ
︑

法
然
上
⼈
は
都
を
発
ち
ま
し

た
︒ 京

の
鳥
羽
か
ら
船
で
淀
川

を
下
り
︑
瀬
 
  

戸
内
海
の
沿 

岸
を
た
ど
り 

な
が
ら
︑
海 

路
で
四
国
へ 

向
か
い
ま
し 

た
︒︵
続
く
︶ 
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袋状に縫った「さらし」 

    

        

納

骨

納

骨

納

骨

納

骨

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
    

納
骨
と
は
︑
遺
骨
を
お
墓

へ
納
め
る
こ
と
で
す
︒ 

⼈
は
自
然
か
ら
⽣
ま
れ
︑

最
後
は
再
び
自
然
へ
帰
っ
て

い
き
ま
す
︒
納
骨
す
る
と
︑

墓
地
の
底
が
土
な
の
で
︑
自

然
へ
帰
る
こ
と
に
な
る
の
で

す
︒ 

 

納
骨
法
要 

 

納
骨
す
る
際
︑
ま
ず
は
納

骨
法
要
を
勤
め
ま
す
︒
お
寺

の
本
堂
︑
あ
る
い
は
自
宅
で

読
経
し
遺
骨
を
供
養
し
ま
す
︒

そ
の
後
︑
墓
地
へ
移
動
し
納

骨
し
ま
す
︒ 

 

さ
ら
し 

 

遺
骨
は
骨
壺
の
中
に
⼊
っ

て
い
ま
す
が
︑
骨
壺
の
ま
ま

で
は
お
墓
に
納
め
ま
せ
ん
︒ 

納
骨
堂
な
ど
で
は
骨
壺
の

ま
ま
預
か
る
所
も
あ
り
ま
す

が
︑
骨
壺
の
ま
ま
だ
と
自
然

へ
帰
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
︒ 

⼀
般
の
墓
地
で
は
︑
遺
骨

を
骨
壺
か
ら
﹁
さ
ら
し
﹂
に

移
し
納
骨
し
ま
す
︒ 

     

﹁
さ
ら
し
﹂
は
何
年
か
す

る
と
朽
ち
て
い
き
ま
す
︒
墓

地
の
底
は
土
な
の
で
︑
遺
骨

は
土
に
帰
っ
て
い
く
の
で
す
︒ 

 

納
骨
の
あ
い
さ
つ 

 

遺
骨
を
納
め
た
後
は
︑
墓

地
の
蓋ふ

た

を
閉
じ
︑
墓
前
で
読

経
し
ま
す
︒ 

そ
の
際
に
︑
両
隣
︑
向
こ

う
三
軒
の
お
墓
に
も
﹁
こ
れ

か
ら
お
世
話
に
な
り
ま
す
が
︑

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
﹂

と
い
う
思
い
を
込
め
て
お
線

⾹
を
供
え
ま
す
︒ 

 

納
骨
前
に
確
認 

 

お
墓
の
側
⾯
に
戒
名
を
刻

む
場
合
は
︑
納
骨
⽇
に
間
に

合
う
よ
う
に
︑
前
も
っ
て
⽯

材
店
に
連
絡
を
し
て
打
ち
合

わ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
︒

ま
た
︑
⽯
材
店
が
墓
⽯
を
刻

む
た
め
に
は
︑
お
墓
の
お

性
し
ょ
う

根ね

抜ぬ

き
︵
魂
抜
き
︶
が

必
要
な
の
で
︑
お
寺
に
も
事

前
に
打
ち
合
わ
せ
が
必
要
で

す
︒ 

 

納
骨
す
る
時
︑
⽕
葬
証
明

書
は
お
寺
に
渡
し
ま
す
︒
⽕

葬
証
明
書
が
な
い
と
︑
法
律

上
︑
納
骨
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
︒
⽕
葬
証
明
書
は
骨

壺
と
⼀
緒
に
骨
壺
が
⼊
っ
て

い
る
箱
に
⼊
っ
て
い
ま
す
︒ 

 ※
納
骨
の
⼿
順
や
作
法
は
︑ 

宗
派
や
地
域
に
よ
っ
て 

違
い
が
あ
り
ま
す
︒ 
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雑
記
抄

雑
記
抄

雑
記
抄

雑
記
抄
    

〜
雅
楽
〜 

 

以
前
︑
雅
楽
を
習
っ
て
い
た

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
▼
雅
楽

は
約
千
⼆
百
年
前
に
⽇
本
に

伝
わ
り
︑
笙

し
ょ
う

︑
篳
篥

ひ
ち
り
き

︑
龍

り
ゅ
う

笛て
き

の
三
管
と
︑
太
⿎
や
琵
琶
︑

琴
な
ど
で
演
奏
す
る
世
界
最

古
の
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
▼
そ
の
昔
︑
東

大
寺
の
大
仏
開
眼
供
養
の
時

も
雅
楽
が
壮
大
に
演
奏
さ
れ

た
よ
う
に
︑
仏
教
と
も
深
い

縁
が
あ
り
ま
す
︒
現
在
も
寺

院
で
大
き
な
法
要
の
時
は
︑

雅
楽
が
演
奏
さ
れ
ま
す
▼
オ

ー
ケ
ス
ト
ラ
と
の
大
き
な
違

い
は
指
揮
者
が
い
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
︒
演
奏
を
始
め

る
と
き
は
︑
吹
き
始
め
の
⼈

が
皆
の
顔
を
⾒
て
﹁
始
め
ま

す
よ
﹂
と
会
釈
し
て
吹
き
始

め
ま
す
︒
演
奏
中
は
︑
お
互

い
の
⾳
を
聴
き
合
い
︑
⾳
の

大
き
さ
や
速
さ
に
気
を
つ
け

な
が
ら
奏
で
ま
す
︒
皆
が
自

分
の
⾳
だ
け
を
聞
い
て
い
て

は
良
い
演
奏
は
で
き
な
い
の

で
す
▼
雅
楽
は
︑
お
互
い
相

⼿
の
こ
と
を
よ
く
聴
き
︑
思

い
や
る
こ
と
の
大
切
さ
を
教

え
て
く
れ
ま
す
▼
と
こ
ろ
で
︑

事
前
に
﹁
打
ち
合
わ
せ
﹂
を

す
る
と
い
う
⾔
葉
は
︑
雅
楽

が
由
来
の
⾔
葉
で
す
︒
演
奏

前
に
打
楽
器
が
集
ま
り
︑
曲

の
速
さ
な
ど
を
﹁
打
っ
て
﹂

﹁
合
わ
せ
て
﹂
決
め
て
い
た

こ
と
が
語
源
だ
そ
う
で
す
︒

他
に
も
雅
楽
が
語
源
の
⾔
葉

は
た
く
さ
ん
あ
る
よ
う
で
す
︒ 

    

仏
教
歳

仏
教
歳

仏
教
歳

仏
教
歳
時時時時
記記記記    

 

 

 

 

座
布
団

ざ

ぶ
と
ん

の
薄う
す

き
を
な
ら
べ
⼗
夜
じ
ゅ
う
や

か
な
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三
輪
由
⼦
 
 

 

⼗
夜
会

じ
ゅ
う
や
え

は
︑
⼗
⽇
⼗
夜
に
わ
た
っ
て
阿
弥
陀
如
来
の
法
恩
に
 

感
謝
す
る
法
要
の
こ
と
︒
現
在
は
 

短
縮
し
て
勤
め
る
こ
と
が
多
い
︒
 

室
町
時
代
︑
真
如
堂
で
平
貞
国
 

が
⾏
っ
た
⼗
⽇
⼗
夜
の
念
仏
⾏
に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

由
来
し
て
い
る
︒
真
如
堂
で
は
︑
 

現
在
も
⼗
⼀
⽉
五
⽇
か
ら
⼗
五
⽇
 

ま
で
の
⼗
⽇
間
勤
め
ら
れ
て
い
ま
 

す
︒
当
寺
で
は
⼗
⼀
⽉
⼗
四
⽇
に
 

勤
め
て
い
ま
す
︒
 


