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ご
あ
い
さ
つ

雲
悠
山
妙
泉
寺
　
住
職
　
　
楠
　
義
兄

雲
悠
山
妙
泉
寺
は
'
去
る
こ
と
寛
永
十
四
年
'
開
基
覚
栄
に
よ
っ
て
赤
坂
に
創
建
さ
れ
,

門
信
徒
と
共
に
開
法
遣
場
と
し
合
併
繁
盛
の
た
め
精
進
し
て
き
ま
し
た
｡

そ
し
て
'
元
禄
七
年
'
第
四
せ
教
授
に
よ
っ
て
現
築
地
へ
移
っ
て
'
約
三
青
年
の
今
日
ま
で

渡
特
発
展
に
努
力
し
て
ま
い
り
ま
し
た
｡

し
か
し
､
関
東
大
震
災
で
焼
失
し
て
よ
-
伎
本
堂
に
て
六
十
有
余
年
'

門
信
徒
の
併
法
弘
通
並
び
に
地
域
社
会
に
貢
献
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
,

本
堂
､
墓
所
等
が
老
朽
化
し
た
た
め
'
こ
の
度
心
の
宰
b
ぎ
の
道
場
と
し
,

又
地
域
の
た
め
に
も
役
立
つ
妙
泉
寺
ビ
ル
を
新
築
し
･
-
'
二
階
は
店
舗
,
三
階
は
庫
裡
･

四
階
は
新
し
-
荘
厳
さ
れ
た
本
堂
､
五
階
は
近
代
建
築
に
印
応
で
き
た
青
空
墓
所
,

そ
の
上
に
新
し
-
鐘
楼
に
焚
鐙
を
設
け
た
寺
院
と
し
て
落
成
L
t

こ
こ
に
落
慶
法
要
を
厳
修
す
る
こ
と
と
相
成
り
ま
し
た
｡

こ
れ
l
重
に
門
信
徒
並
び
に
関
係
各
位
の
ご
厚
情
の
賜
と
'
深
-
感
謝
い
た
し
ま
す
｡

こ
の
上
は
'
多
-
の
人
々
の
精
神
的
妥
定
と
･
 
'
4
の
交
流
を
念
併
弘
菅
の
た
め
の
道
場
と
し
て

努
力
精
進
し
て
ま
い
-
ま
す
の
で
'
皆
様
の
ご
聖
毒
'
ご
協
力
を
･
 
,
4
よ
り
お
額
い
申
し

平
成
三
年
十
月
十
三
日



妙　弘　多　円
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精　潤　勉　伽

舎　生　息　藍

瑞　寓i歴　輪

気　世　丹　奥

滴　燦　心　新

妙
泉
寺
本
堂
の
落
成
を
祝
っ
て

西
本
願
寺
元
総
務

全
国
数
詩
師
連
盟
理
事
長
　
堀
　
定
雄

こ
の
度
'
妙
泉
寺
さ
ま
の
ご
本
堂
の
新
築
が
美
事
に
円
成
さ
れ

ま
L
L
J
こ
と
'
同
門
の
一
人
と
し
て
心
か
ら
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
+
.

親
鷲
聖
人
さ
ま
は
'
｢
浄
土
和
讃
｣
　
の
な
か
で
'
次
の
よ
う
に
'

お
浄
土
の
荘
厳
を
讃
嘆
し
て
お
ら
れ
ま
す
｡

七
宝
講
堂
道
場
樹

方
便
化
身
の
浄
土
な
-

十
方
釆
生
き
わ
も
な
し

講
堂
道
場
礼
す
べ
し

こ
の
お
浄
土
の
姿
が
そ
の
ま
ま
妙
泉
寺
さ
ま
の
新
し
い
お
御
堂

に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
-
ま
す
｡
｢
十
方
来
生
き
わ
も
な
し
｣

と
仰
せ
ら
れ
た
聖
人
さ
ま
の
お
言
葉
に
随
っ
て
'
有
縁
の
皆
さ
ま

が
'
念
価
を
中
心
-
す
る
弘
教
の
道
場
-
し
て
'
末
永
が
-
護
持

さ
れ
る
こ
と
を
衷
心
か
ら
念
願
し
て
止
み
ま
せ
ん
｡

私
の
慶
着
の
心
を
次
の
詩
に
託
し
ま
し
た
｡

祝

　

頚

お
祝
い
の
こ
と
ば

国
府
台
女
子
学
院
校
長
　
平
田
博
永

私
の
家
は
'
代
々
異
宗
の
家
の
住
職
で
し
た
｡
故
郷
山
口
を
は

な
れ
て
久
し
-
'
今
は
妙
泉
寺
さ
ん
に
籍
を
置
か
せ
て
項
い
て
お

-
ま
す
｡
妙
泉
寺
さ
ん
は
寛
永
十
四
年
赤
坂
に
開
創
さ
れ
た
-
伺

い
ま
し
た
が
'
ま
さ
に
江
戸
開
府
間
-
な
い
頃
の
こ
-
で
す
｡
そ

の
頃
は
戦
国
の
世
-
終
-
'
動
乱
に
傷
つ
い
L
J
人
々
の
心
を
癒
や

そ
-
と
し
て
'
さ
か
ん
に
各
地
に
寺
が
建
て
ら
れ
た
の
で
あ
-
ま

す
｡

妙
泉
寺
さ
ん
は
'
オ
十
五
代
義
兄
師
を
迎
え
て
'
自
信
教
入
信

の
教
え
が
実
-
'
こ
こ
に
伽
藍
が
新
築
さ
れ
ま
L
L
J
｡
心
か
ら
お

よ
ろ
び
申
し
上
げ
ま
す
｡
私
は
蓮
如
上
人
の
　
｢
わ
れ
は
門
徒
に
-

た
れ
L
J
-
｣
と
い
-
お
こ
-
ば
を
思
い
だ
し
て
お
-
ま
す
｡
信
心

篤
き
ご
門
徒
衆
の
情
熱
が
'
正
依
二
報
の
荘
厳
を
成
就
さ
れ
て
､

今
日
を
迎
え
ら
れ
た
こ
-
ま
こ
-
に
あ
-
が
た
い
こ
-
で
す
｡

今
後
ま
す
ま
す
念
仏
相
続
さ
れ
て
､
妙
泉
寺
さ
ん
を
拠
点
-
し

て
'
思
想
混
乱
の
世
に
'
真
に
信
心
の
灯
を
掲
げ
て
進
ま
れ
る
で

み
ろ
-
こ
-
を
信
じ
て
疑
い
あ
-
ま
せ
ん
｡

心
か
ら
落
慶
を
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
｡

竹
哉
老
納



義
な
き
を
義
と
す

元
東
海
大
学
教
授

文
学
博
士

石
田
瑞
麿

親
鷲
が
好
ん
で
説
い
た
-
の
に
'
｢
他
力
に
は
義
な
き
を
義
-
す
｣
と
い
う
言
葉
が
あ
る
｡

弟
子
宛
の
手
紙
の
あ
ち
こ
ち
に
散
見
で
き
る
L
t

『
歎
異
抄
』
で
は
'
こ
れ
を
一
種
'
標
語
の
よ
-
に
さ
え
扱
っ
て
､
親
鷲
の
思
想
'
信
仰
を
代
表
さ
せ
て
い
る
｡

こ
こ
で
い
う
｢
義
｣
-
は
計
ら
い
-
い
-
こ
-
で
あ
る
｡
わ
た
し
た
ち
の
浅
薄
で
愚
か
な
計
ら
い
を
さ
す
｡

そ
の
計
ら
い
は
賢
し
ら
-
1
枚
で
あ
る
｡
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
救
い
の
前
で
は
､
邪
魔
に
こ
そ
な
れ
'
何
の
役
に
も
立

た
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
'
そ
の
計
ら
い
は
自
力
で
あ
っ
て
'
仏
の
本
願
の
他
力
と
相
反
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
｡

自
分
の
力
で
'
あ
た
う
か
ざ
-
の
修
行
を
積
み
か
さ
ね
る
こ
-
が
で
き
る
な
ら
'
そ
の
道
を
選
ぶ
が
い
い
｡

し
か
し
そ
れ
が
で
き
な
い
か
ら
､
仏
の
救
い
の
手
に
触
れ
た
い
-
願
っ
た
は
ず
で
あ
る
｡

し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
'
自
分
か
ら
手
を
さ
し
の
べ
て
救
い
の
手
に
触
れ
よ
う
と
努
め
る
こ
と
が
､
賢
し

ら
の
知
恵
に
よ
る
か
ぎ
J
D
r
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
｡
救
い
の
手
に
触
れ
る
の
は
'
仏
の
側
か
ら
の
は
L
J
ら
き
に
よ
っ
て

触
れ
る
の
で
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡
親
鷲
は
こ
の
こ
-
を
仏
が
与
え
て
-
だ
さ
る
'
仏
の
側
か
ら
の
回
向
だ
-
表
現
し

て
い
る
｡
救
い
を
信
じ
'
念
仏
す
る
の
は
'
仏
の
は
た
ら
き
に
よ
-
信
じ
さ
せ
ら
れ
'
念
仏
さ
せ
ら
れ
る
か
ら
な
の
で
あ

る
｡
否
で
-
応
で
-
人
は
時
の
流
れ
に
よ
っ
て
老
い
て
い
く
よ
う
に
'

仏
の
手
に
身
を
ま
か
せ
る
こ
-
が
　
｢
義
な
き
｣
　
｢
義
｣
な
の
だ
'
と
知
ら
れ
る
｡



四

妙
泉
寺
を
ふ
り
か
え
っ
て

別
院
寺
中
妙
泉
寺
に
'
木
仏
-
寺
号
が
'
寺
社
奉
行
所
か
ら
御

免
に
な
っ
L
J
の
は
'
寛
永
十
四
年
　
(
1
六
三
七
年
)
　
九
月
二
十
日

の
こ
-
で
す
｡

そ
の
当
時
'
幕
府
の
寺
社
奉
行
の
系
列
の
下
に
は
'
神
宮
､
僧

侶
'
山
伏
'
楽
人
'
囲
碁
将
棋
役
な
ど
が
あ
-
ま
し
て
'
す
べ
て

免
許
を
い
た
だ
-
こ
-
に
な
っ
て
い
た
よ
-
で
す
ね
｡
留
役
組
頭

と
い
-
､
-
る
さ
い
役
柄
の
人
が
居
た
-
し
て
'
そ
の
輩
下
の
留

役
-
-
ど
も
'
神
社
の
神
官
-
か
､
寺
の
僧
侶
な
ど
に
'
に
ら
み

を
利
か
し
て
い
L
J
よ
う
で
す
o

前
日
の
九
月
十
九
日
に
'
江
戸
赤
坂
村
に
於
て
'
妙
泉
寺
が
創

建
さ
れ
て
い
ま
す
が
'
そ
の
創
建
に
は
'
開
基
者
の
覚
栄
さ
ん
の

努
力
が
あ
-
'
ま
た
'
本
山
高
僧
の
手
腕
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
｡

ま
L
J
t
　
寛
永
十
四
年
-
い
-
年
は
､
l
　
つ
の
大
き
な
狙
い
目
の

年
で
あ
-
ま
し
て
､
九
州
に
島
原
の
乱
が
お
こ
っ
た
年
で
す
｡
天

草
四
郎
が
-
ち
あ
げ
ら
れ
て
い
き
ま
す
｡
き
び
し
い
キ
リ
シ
タ
ン

弾
圧
が
始
ま
-
ま
す
ね
｡
幕
府
は
手
を
焼
き
ま
す
｡

江
戸
城
の
周
辺
に
は
'
少
し
つ
つ
お
百
姓
さ
ん
が
増
加
し
'
田

地
田
畑
-
開
拓
さ
れ
て
い
ま
し
た
か
ら
'
ど
う
し
て
-
'
人
名
簿

が
必
要
で
'
人
の
動
き
-
人
の
心
-
ま
-
め
な
け
れ
ば
な
-
ま
せ

ん
か
ら
'
お
寺
の
創
建
が
ぜ
ひ
-
-
必
要
だ
っ
た
の
で
す
｡
幕
府

は
'
鎖
国
の
完
成
に
む
か
っ
て
､
寺
社
奉
行
に
命
令
L
t
　
着
々
-
～

お
ひ
ざ
元
を
こ
ま
か
-
固
め
て
い
き
ま
す
｡
豊
臣
の
残
党
-
ひ
そ

か
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
ま
す
｡

詩
人
　
長
谷
川
龍
生

私
の
想
像
で
は
'
い
や
へ
　
古
い
絵
園
を
見
た
記
憶
が
あ
-
ま
す

が
'
赤
坂
村
は
'
せ
ま
い
谷
間
に
ひ
ら
け
て
い
て
'
水
は
け
が
溜

池
の
方
に
都
合
よ
-
人
-
'
の
ど
か
で
'
雲
雀
が
鳴
い
て
い
ま
し

た
｡
ゆ
た
か
で
整
備
さ
れ
た
土
地
柄
で
す
｡
山
手
の
方
に
は
､
山

ざ
-
ら
の
樹
木
が
そ
ろ
っ
て
い
ま
し
た
o

さ
て
'
元
禄
七
年
　
二
六
九
四
年
)
　
二
月
二
十
四
日
に
'
創
建

か
ら
'
五
七
年
の
歳
月
が
な
が
れ
て
､
現
在
の
築
地
の
地
に
移
転

し
て
き
た
の
で
す
｡
江
戸
の
町
が
ふ
-
ら
ん
で
'
人
口
も
増
え
､

埋
立
地
が
海
岸
の
方
に
少
し
つ
つ
､
で
き
あ
が
っ
て
い
き
ま
す
｡

築
地
は
'
そ
の
名
称
の
-
お
-
'
土
地
を
盛
-
あ
げ
て
固
め
て

い
っ
た
の
で
す
が
'
そ
の
工
事
を
す
す
め
る
以
前
に
'
若
干
の
地

盤
沈
下
-
'
侵
蝕
が
あ
っ
た
か
-
し
れ
ま
せ
ん
｡
風
水
害
に
そ
な

え
て
'
埋
立
て
を
さ
か
ん
に
敢
行
し
た
の
で
す
ね
｡

し
か
し
'
い
ち
ば
ん
の
拡
張
の
因
は
'
明
暦
の
大
火
　
二
六
五

七
年
)
　
へ
　
い
わ
ゆ
る
振
袖
火
事
で
､
江
戸
城
本
丸
-
焼
失
し
､
江

戸
の
町
の
再
開
発
'
再
建
が
'
急
ピ
ッ
チ
に
行
わ
れ
た
か
ら
で
し

ょ
う
｡
そ
の
あ
-
'
天
和
二
年
　
二
六
八
二
年
)
　
に
､
江
戸
の
大

火
事
'
い
わ
ゆ
る
八
百
屋
お
七
の
火
事
が
あ
-
ま
す
｡
災
害
の
後

に
は
､
町
が
新
し
-
A
-
ら
む
'
そ
の
定
石
を
い
っ
た
の
で
し
ょ

-
｡
江
戸
の
大
火
は
､
寛
政
六
年
　
二
七
九
四
年
)
　
に
-
め
-
ま

す
｡
よ
-
よ
-
燃
え
ま
す
ね
｡

さ
て
'
妙
泉
寺
の
古
文
書
に
は
'
慶
安
五
年
の
お
触
吾
が
の
こ

っ
て
い
ま
す
｡
　
二
六
五
二
年
)
｡
一
枚
の
お
触
書
で
す
が
'
年



五

号
を
調
べ
て
み
る
-
､
慶
安
五
年
は
'
承
応
1
年
で
'
か
さ
な
っ

て
い
る
の
で
す
ね
o
　
こ
の
1
枚
の
お
触
書
は
'
慶
安
四
年
に
陰
謀

発
覚
し
た
由
比
正
雪
の
乱
-
'
関
係
が
あ
る
か
-
し
れ
ま
せ
ん
｡

移
転
す
る
以
前
'
つ
ま
-
'
五
十
数
年
の
あ
い
だ
'
江
戸
は
'
ま

だ
ま
だ
物
騒
で
'
油
断
の
な
ら
な
い
町
だ
っ
た
の
で
す
｡

と
こ
ろ
で
'
移
転
し
て
き
L
J
元
禄
七
年
-
言
え
ば
'
徳
川
綱
吉

-
い
-
五
代
将
軍
が
'
生
類
あ
わ
れ
み
の
令
な
る
-
の
を
頻
発
し

て
'
犬
を
か
わ
い
が
-
'
野
犬
を
収
容
し
ま
す
｡
江
戸
の
郊
外
に

大
き
な
犬
小
屋
を
つ
-
つ
た
の
で
す
が
t
 
L
J
ぶ
ん
'
満
員
だ
っ
L
J

で
し
ょ
-
｡
築
地
の
方
に
-
､
野
犬
が
､
L
J
-
さ
ん
'
群
れ
さ
ま

よ
っ
て
い
た
で
し
ょ
-
ね
｡
四
世
で
あ
っ
た
教
授
さ
ん
-
'
さ
ぞ

困
っ
L
J
こ
-
で
し
ょ
-
｡
な
に
せ
'
築
地
の
埋
立
地
ぜ
ん
た
い
に

は
'
妙
泉
寺
が
移
転
し
て
-
る
以
前
に
'
ほ
-
け
さ
ま
に
な
っ
た

人
々
が
'
た
-
さ
ん
､
埋
め
ら
れ
て
い
た
形
跡
が
あ
-
ま
す
｡
江

戸
に
働
き
に
出
て
き
て
'
人
知
れ
ず
-
た
ぼ
っ
た
-
､
不
幸
な
災

害
に
あ
っ
た
数
多
-
の
は
-
け
さ
ま
L
J
ち
だ
っ
た
の
で
す
｡

移
転
し
て
き
た
妙
泉
寺
は
'
奇
し
-
-
､
江
戸
の
町
を
ど
こ
か

の
一
角
で
つ
-
-
'
働
き
'
支
え
て
き
た
名
-
な
き
人
々
の
上
に

再
基
し
た
の
で
す
｡
犬
公
方
さ
ま
が
独
裁
ぶ
-
を
発
揮
し
て
い
ま

す
が
､
四
世
教
授
さ
ん
は
'
江
戸
庶
民
の
た
め
に
'
供
養
一
途
の

働
き
を
し
た
の
で
す
｡

ま
た
'
俗
に
築
地
の
門
跡
'
西
本
願
寺
は
'
江
戸
名
所
図
会
で

拝
見
し
ま
す
-
'
じ
つ
に
堂
々
た
る
-
の
で
'
そ
の
地
域
-
ひ
ろ

-
'
江
風
山
月
榛
と
い
わ
れ
た
稲
葉
正
勝
の
別
荘
-
相
対
し
て
､

決
し
て
ひ
け
を
-
-
ま
せ
ん
｡
明
歴
四
年
　
(
一
六
五
八
年
)
　
大
火

の
あ
-
す
ぐ
に
'
現
在
の
横
山
町
二
丁
目
の
地
か
ら
移
転
し
て
き

た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
｡
こ
の
西
本
願
寺
が
移
っ
て
き
て
､
日
日

の
参
詣
の
人
波
が
'
ど
っ
-
増
え
て
き
た
の
は
言
う
ま
で
-
な
い

で
し
ょ
う
ね
｡
-
う
一
度
'
お
さ
ら
い
を
し
ま
す
が
､
こ
の
西
本

願
寺
の
移
転
の
あ
-
､
二
十
数
年
経
っ
て
'
妙
泉
寺
は
'
赤
坂
村

か
ら
こ
の
築
地
の
埋
立
地
に
移
-
つ
い
で
き
て
お
-
､
末
寺
-
し

て
は
'
近
接
､
有
利
だ
っ
た
こ
-
で
あ
る
-
､
十
分
に
察
せ
ら
れ

ま
す
｡

時
代
は
な
が
れ
て
い
き
ま
す
｡
鎖
国
か
ら
開
園
へ
｡
佐
幕
か
ら

勤
皇
へ
｡
明
治
の
ご
一
新
は
'
西
郷
隆
盛
-
勝
海
舟
の
見
事
な
対

決
に
よ
っ
て
'
江
戸
の
大
火
は
救
わ
れ
ま
す
｡
し
か
し
､
大
正
十

二
年
　
二
九
二
三
年
)
　
の
関
東
大
震
災
で
'
東
京
は
壊
滅
し
ま
す
P

そ
の
後
'
す
ぐ
さ
ま
復
興
､
昭
和
に
入
っ
て
､
太
平
洋
戦
争
-
な

-
'
ア
メ
リ
カ
B
二
九
の
初
空
襲
二
九
四
二
年
)
　
を
受
け
て
'

被
害
の
日
々
は
'
終
戦
　
二
九
四
五
年
)
　
ま
で
つ
づ
き
ま
す
｡
苦

難
の
歳
月
だ
っ
た
で
し
ょ
-
ね
｡
さ
て
'
築
地
の
土
地
柄
-
い
-

も

の

は

'

そ

の

つ

ど

'

そ

の

つ

ど

'

一

変

に

つ

ぐ

一

変

､

さ

ま

が

わ
-
を
つ
づ
け
ま
し
た
が
'
妙
泉
寺
そ
の
も
の
は
､
ひ
た
す
ら
'

静
か
に
'
こ
の
地
で
法
会
を
い
-
な
み
､
東
京
の
土
地
か
ら
は
な

れ
て
い
-
檀
家
を
手
が
た
-
守
っ
て
い
た
の
で
す
ね
.

創
建
の
日
か
ら
'
三
百
五
十
余
年
の
歳
月
､
築
地
の
こ
の
地
へ

移
転
し
て
き
て
か
ら
'
三
百
年
の
歳
月
が
'
ゆ
-
に
な
が
れ
て
い

ま
す
｡
現
住
職
は
十
五
世
義
兄
さ
ん
で
す
｡
こ
の
義
兄
さ
ん
の
平

成
の
時
機
に
'
都
市
再
開
発
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
お
こ
り
ま
し

た
｡
し
か
L
t
　
も
ろ
-
ろ
の
困
難
を
見
ご
-
に
克
服
し
て
､
先
達

の
法
師
さ
ん
た
ち
が
予
想
-
し
な
か
っ
た
ほ
ど
の
'
新
し
い
妙
泉

寺
が
落
慶
相
成
っ
た
の
で
す
ね
｡
じ
つ
に
目
を
見
張
る
ば
か
-
で

す
｡
活
性
化
し
て
い
る
野
外
中
央
市
場
に
つ
つ
ま
れ
て
'
妙
泉
寺

は
'
す
つ
-
-
'
背
を
高
-
し
て
い
ま
す
｡
鐘
楼
の
肌
が
ひ
-
き

わ
美
し
-
光
っ
て
い
ま
す
｡
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J
と
に
な
っ
た

聖
観
世
音
菩
薩

(
京
都
市
東
山
区
泉
涌
寺
楊
責
妃
観
音
堂
に
安
置
)

デ
ザ
イ
ナ
ー
秋
山
多
津
雄

こ
の
仏
像
は
楊
貴
妃
観
音
-
呼
ば
れ
今
か
ら
千
二
百
年
前
'
中
国
の
玄
宗
皇
帝
が
皇
后
楊
貴
妃
を
追
慕
し
て
造
ら
れ
わ

と
云
わ
れ
ま
す
｡

お
姿
は
木
造
極
彩
色
'
等
身
坐
像
で
豪
華
な
三
重
の
宝
冠
､
着
衣
等
唐
朝
文
化
の
粋
を
伝
え
'
そ
の
ふ
-
よ
か
な
顔
､

優
し
い
眼
差
し
は
'
慈
悲
の
大
願
を
秘
め
'
あ
L
J
か
-
生
け
る
人
に
接
す
か
の
現
実
感
の
中
に
'
ど
こ
-
な
-
近
づ
き

難
い
'
神
秘
性
を
-
つ
美
し
い
仏
像
で
す
｡

さ
て
は
た
し
て
'
僕
の
画
力
が
そ
こ
ま
で
表
現
出
来
た
か
は
､
僕
自
身
わ
か
-
ま
せ
ん
が
'
唯
々
祈
-
を
-
つ
て
'
描

い
た
こ
-
は
た
し
か
で
す
｡

そ
し
て
妙
泉
寺
さ
ま
の
下
陣
の
一
問
に
'
か
け
て
い
た
だ
け
た
こ
-
は
'
僕
に
-
つ
て
最
高
の
幸
せ
で
す
｡
　
合
掌



妙
泉
寺
さ
ん
完
成
ま
で
の
こ
と
な
ど

共

信

連

築

事

務

所

々

長

　

吉

田

　

　

修

坊
守
友
人

梅
田
万
妙
子

梅
田
　
妙
泉
寺
さ
ん
が
赤
坂
村
か
ら
こ
の
築
地
に
移

っ
て
き
て
か
ら
三
百
年
近
い
歳
月
が
流
れ
て
い
ま

す
が
'
こ
こ
百
年
を
見
て
も
'
明
治
維
新
に
お
け

る
神
仏
分
離
の
政
策
に
よ
る
仏
教
排
撃
運
動
や
ら
'

大
正
十
二
年
の
関
東
大
震
災
へ
　
そ
し
て
第
二
次
世

界
大
戦
と
多
-
の
試
練
を
経
て
き
た
わ
け
で
す
が
'

こ
の
度
の
再
建
に
あ
L
J
つ
て
ど
ん
な
印
象
を
も
た

れ
ま
し
た
か
｡

吉
田
　
私
の
叔
母
の
紹
介
で
妙
泉
寺
さ
ん
に
初
め
て

お
伺
い
致
し
ま
L
L
J
時
は
'
築
地
の
場
外
市
場
に

仕
入
れ
に
来
る
人
々
の
雑
踏
と
騒
音
の
中
で
､
取

り
残
さ
れ
て
息
を
潜
め
て
居
る
か
の
様
に
遠
慮
が

ち
に
､
そ
れ
も
俗
に
言
-
｢
軒
先
を
貸
し
て
母
屋

を
取
ら
れ
る
｣
の
撃
の
様
に
'
店
子
の
商
売
に
出

入
口
を
狭
め
ら
れ
'
う
っ
か
-
す
る
と
見
過
ご
し

て
し
ま
う
様
な
件
よ
い
の
お
寺
で
L
L
J
O

梅
田
　
そ
-
で
す
ね
｡
入
口
が
ど
こ
か
迷
っ
た
も
の

で
す
｡
建
築
的
に
は
お
寺
の
建
物
は
ど
ん
な
感
じ

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
｡
又
仏
様
も
ひ
っ
そ
り
と

お
ま
つ
り
し
て
あ
っ
た
よ
う
に
お
も
い
ま
す
が
｡

吉
田
　
本
堂
は
普
通
の
住
宅
と
同
じ
造
り
で
､
間
口

二
間
'
奥
行
き
三
間
半
程
の
戦
後
の
復
興
時
を
思

わ
せ
る
質
素
な
老
朽
化
し
た
建
て
屋
で
し
た
｡
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正
面
の
御
厨
子
に
安
置
さ
れ
た
阿
弥
陀
様
は
'

妙
泉
寺
の
三
百
有
余
年
の
歴
史
-
歳
月
を
物
語
る

か
の
様
に
､
静
か
な
眼
差
し
で
見
守
っ
て
お
い
で

な
の
が
申
し
訳
な
-
感
じ
ま
し
た
｡
こ
の
御
像
を
､

地
寅
や
'
災
害
と
何
時
も
背
中
合
わ
せ
の
中
で
永

い
年
月
お
守
り
し
て
来
ら
れ
た
お
寺
の
ご
努
力
に

対
し
､
報
い
ら
れ
る
様
賢
牢
な
建
物
に
し
て
差
し

上
げ
ら
れ
れ
ば
と
思
い
ま
し
た
｡

梅
田
　
東
京
は
墓
地
が
足
-
な
-
て
困
っ
て
い
る
よ

う
で
す
が
､
妙
泉
寺
さ
ん
の
墓
地
も
狭
か
っ
L
J
で

す
ね
｡

吉
田
一
五
坪
足
ら
ず
の
処
に
七
-
八
十
基
程
の
墓

石
が
肩
を
寄
せ
合
-
様
に
時
間
を
止
め
て
立
っ
て

い
た
の
が
印
象
的
で
し
た
｡

梅
田
　
｢
肩
よ
せ
あ
っ
て
｣
と
い
う
言
葉
が
ぴ
っ
た
り

で
L
L
J
ね
.
最
近
の
築
地
市
場
は
､
大
田
区
に
l

部
を
移
転
し
た
り
流
通
の
形
態
が
変
化
し
た
-
で

少
し
活
気
が
無
-
な
っ
L
J
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
'

朝
の
活
気
を
み
る
と
そ
う
は
お
も
え
な
い
の
で
す
が
｡

吉
田
　
私
も
そ
う
お
も
い
ま
す
｡
何
と
い
っ
て
も
東

京
の
胃
袋
の
供
給
源
と
し
て
厳
然
た
る
地
位
を
築

地
の
人
達
は
自
負
し
て
い
る
-
思
い
ま
す
｡

を
占
め
る
立
地
は
充
分
稀
少
価
値
を
持
っ
て
い
る

と
思
い
ま
L
L
J
O
一
階
は
従
来
通
-
三
店
舗
に
入

っ
て
貰
い
一
階
の
一
部
と
二
階
を
貸
店
舗
､
事
務

所
と
し
て
収
入
源
と
し
､
こ
れ
に
よ
っ
て
安
定
し

L
J
事
業
計
画
を
確
保
出
来
れ
ば
'
充
分
建
て
替
え

事
業
の
可
能
性
が
有
る
も
の
と
お
も
い
ま
し
た
｡

梅
田
　
し
か
し
､
お
寺
の
建
築
と
な
る
と
資
金
調
達

等
難
し
い
こ
と
が
多
-
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
｡

吉
田
　
普
通
金
融
機
関
で
は
宗
教
法
人
に
は
融
資
を

し
て
-
れ
ま
せ
ん
｡
本
来
な
ら
何
年
も
掛
け
て
御

檀
家
の
方
々
が
浄
財
を
集
め
て
'
其
れ
か
ら
計
画

に
着
手
す
る
の
が
普
通
な
の
で
す
が
'
建
築
費
の

上
昇
と
､
お
金
を
集
め
る
の
が
追
い
つ
か
な
い
の

が
現
状
で
す
｡

梅
田
　
す
る
と
計
画
の
第
一
歩
は
ま
ず
お
金
集
め
と

言
う
こ
と
で
す
ね
｡

吉
田
　
そ
う
で
す
｡
金
融
機
関
は
'
ど
ん
な
建
設
計

画
も
そ
う
で
す
が
'
こ
の
場
合
は
､
特
に
複
合
的

に
捉
え
て
､
建
設
資
金
の
長
期
返
済
計
画
の
源
資

の
確
保
と
其
の
整
合
性
が
問
題
で
L
L
J
｡
基
本
的

に
は
'
大
家
業
に
よ
る
収
入
を
確
保
す
る
こ
と
'

御
檀
家
の
数
を
増
や
す
事
だ
と
思
い
ま
し
た
｡

梅
田
　
か
つ
て
の
寺
町
-
は
い
う
も
の
の
'
現
状
で
　
梅
田
　
御
檀
家
の
数
を
増
や
す
-
言
-
こ
と
も
又
難

妙
泉
寺
の
建
て
替
え
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
'
ど
　
　
し
い
こ
と
で
す
ね
｡

う
お
も
わ
れ
ま
L
L
J
か
｡

吉
田
　
そ
う
で
す
｡
他
の
宗
派
で
す
と
'
加
持
祈
南

吉
田
　
私
は
こ
の
限
ら
れ
L
J
商
業
区
域
の
中
の
一
遇
　
　
と
か
法
難
除
け
等
'
色
々
な
形
で
檀
信
徒
を
集
め



九

て
お
-
ま
す
が
'
妙
泉
寺
さ
ん
の
場
合
は
そ
の
方

法
は
ま
っ
L
J
-
と
れ
ま
せ
ん
｡
此
の
お
寺
の
場
合

は
墓
地
面
積
を
広
-
し
て
､
墓
石
の
数
を
増
や
し
'

新
L
J
な
御
檀
家
を
増
や
す
事
し
か
出
来
な
い
と
思

い
ま
し
た
｡

梅
田
　
と
い
う
こ
と
は
'
御
檀
家
に
ご
協
力
い
た
だ

く
こ
と
が
大
変
重
要
に
な
り
ま
す
ね
｡

吉
田
　
そ
の
通
-
で
'
前
に
も
触
れ
ま
し
た
が
'
建

築
費
と
浄
財
と
の
関
係
か
ら
'
先
ず
御
檀
家
の
皆

様
に
喜
ん
で
頂
け
る
お
寺
を
建
立
し
､
そ
の
価
値

を
評
価
し
て
項
い
L
J
上
で
浄
財
を
お
願
い
L
L
J
い

と
考
え
ま
し
た
.

梅
田
　
建
築
的
に
は
'
築
地
の
商
業
地
区
の
真
申
に

寺
を
建
て
る
と
い
-
こ
と
は
面
白
そ
う
で
す
が
､

何
か
閃
き
が
あ
-
ま
し
た
か
｡

青
田
　
建
築
は
複
合
的
に
必
然
を
積
み
上
げ
て
､
寺

院
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
デ
ザ
イ
ン
で
き
れ
ば
良

い
と
考
え
て
居
ま
L
L
J
.
ま
ず
墓
地
を
ど
こ
に
配

置
す
る
か
が
問
題
で
し
た
｡
初
期
の
段
階
で
は
'

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
寺
院
の
様
に
地
下
に
し
よ
う
か
と

も
考
え
ま
し
た
が
､
墓
石
の
上
を
人
が
歩
-
こ
-

に
不
快
を
感
じ
'
重
量
的
に
は
大
変
で
す
が
､
墓

石
7
5
-
ン
を
屋
上
に
持
っ
て
い
-
こ
と
と
し
ま
し

た
｡
防
水
層
の
上
を
二
重
ス
ラ
ブ
と
し
､
中
間
が

カ
ロ
1
-
と
な
っ
て
い
ま
す
｡
墓
地
面
積
の
拡
大

も
出
来
'
三
十
基
程
の
増
設
も
可
能
に
な
-
ま
L
L
J
O

梅
田
　
墓
地
が
屋
上
で
自
然
の
大
気
の
中
に
あ
る
の

は
い
い
で
す
ね
｡
又
そ
の
上
の
鐘
楼
で
す
が
､
都

心
の
お
寺
で
鐘
楼
が
あ
る
の
は
と
で
も
珍
ら
し
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

吉
田
　
そ
う
で
す
｡
中
央
区
に
は
'
西
本
願
寺
を
含

め
本
格
的
な
林
凡
鐘
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
寺
の
イ
メ
ー

ジ
と
し
て
も
是
非
と
も
鐘
楼
が
欲
し
い
と
思
い
ま

L
L
J
｡
四
五
〇
貫
の
兜
鐘
を
高
岡
の
老
子
さ
ん
に

鋳
造
し
て
も
ら
い
へ
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
･
シ
ャ
フ
ー

を
利
用
し
て
鐘
楼
ま
で
引
き
揚
げ
取
-
付
け
ま
し

た
｡
除
夜
の
鐘
を
待
つ
こ
と
と
な
-
ま
し
た
が
へ

世
俗
の
煩
悩
を
晴
海
の
沖
へ
'
究
鐘
の
音
と
共
に

飛
ば
し
て
-
れ
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
｡

梅
田
　
私
も
株
凡
鐘
鋳
造
供
要
に
は
､
高
岡
ま
で
お
供

L
L
J
の
で
す
が
'
御
住
職
の
お
経
'
お
焼
香
に
つ

づ
き
､
に
え
た
ぎ
っ
た
銅
が
､
鋳
型
に
そ
そ
ぎ
こ

ま
れ
る
様
は
荘
厳
そ
の
も
の
で
し
た
｡
手
を
ぬ
か

ず
'
ひ
-
つ
づ
つ
異
心
こ
め
て
準
備
を
進
め
て
お

ら
れ
る
こ
と
を
よ
ろ
こ
ぼ
し
-
お
-
い
ま
L
L
J
.

さ
て
､
本
堂
は
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
し

ょ
う
か
｡

吉
田
　
既
存
の
本
堂
は
､
東
を
背
に
し
て
阿
弥
陀
さ

ま
が
配
置
さ
れ
て
お
-
ま
し
た
が
'
東
側
の
旧
河

川
敷
き
の
採
光
を
重
視
し
て
西
側
前
面
道
路
か
ら

の
道
路
斜
線
に
よ
-
内
陣
の
お
厨
子
の
上
が
屋
根

と
な
る
事
を
利
用
し
'
東
向
き
の
本
堂
と
し
ま
し

た
｡
下
陣
は
1
5
畳
間
と
1
0
畳
聞
二
間
続
き
の
構
成

で
3
5
畳
の
広
間
と
し
て
も
使
え
る
様
計
画
し
ま
し
た
｡

内
陣
は
唐
戸
面
極
彩
色
合
天
井
と
L
t
　
来
迎
柱

を
本
漆
金
箔
仕
上
げ
と
し
斗
組
も
極
彩
色
で
ま
と



十

め
ま
L
L
J
｡

梅
田
　
私
も
め
っ
L
J
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
の
で

本
堂
内
陣
の
完
成
を
順
次
拝
見
さ
せ
て
い
L
,
だ
き

ま
し
た
｡
お
厨
子
其
の
他
は
若
林
備
具
さ
ん
が
準

備
さ
れ
L
J
よ
う
で
す
が
､
た
と
え
ば
内
陣
の
来
迎

柱
ひ
-
つ
を
-
-
ま
し
て
も
'
仕
事
の
手
順
に
合

わ
せ
京
都
か
ら
職
人
の
方
々
が
上
京
さ
れ
､
白
木

の
柱
が
ま
ず
塗
師
の
矢
島
さ
ん
の
手
に
よ
っ
て
'

う
す
め
た
う
る
し
で
下
塗
を
さ
れ
'
続
い
て
､
ろ

い
ろ
師
の
竹
田
さ
ん
が
生
う
る
し
を
そ
の
上
に
か

け
'
鹿
の
角
を
粉
末
に
し
た
も
の
を
掌
に
つ
け
､

手
を
道
具
に
し
て
み
が
き
あ
げ
て
い
-
大
変
な
作

業
な
の
で
す
ね
｡

青
田
　
ま
さ
に
手
工
芸
そ
の
も
の
で
す
よ
｡

梅
田
　
こ
の
様
に
仕
事
を
す
る
方
々
が
順
次
人
の
L

L
J
仕
事
の
上
に
自
分
の
仕
事
を
重
ね
て
い
く
'
気

を
ゆ
る
せ
な
い
と
い
う
か
'
ま
つ
と
う
な
仕
事
が

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
生
か
さ
れ
て
い
く
の
が
よ
く
わ

か
り
ま
し
た
｡
来
迎
柱
は
山
村
さ
ん
親
子
の
手
に

ょ
っ
て
金
箔
が
お
か
れ
'
内
陣
の
荘
厳
さ
を
さ
ら

に
増
し
て
い
ま
す
ね
｡

斗
組
の
彩
色
に
は
天
井
の
花
々
を
か
か
れ
た
絵

師
の
今
井
さ
ん
が
上
京
さ
れ
､
色
を
さ
し
て
い
か

れ
ま
し
た
｡
天
井
の
絵
は
一
枚
づ
つ
表
具
師
の
長

沢
さ
ん
が
は
っ
て
ほ
ぼ
完
成
と
い
う
わ
け
で
す
ね
｡

み
え
な
い
部
分
に
沢
山
の
職
人
の
わ
ざ
が
重
な

り
あ
っ
て
い
る
の
が
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
'
よ

-
わ
か
-
ま
L
L
J
o

梅
田
　
建
築
の
こ
と
に
な
-
ま
す
が
､
特
殊
な
商
業

地
区
な
の
で
工
事
は
大
変
だ
っ
た
の
で
は
あ
-
ま

せ
ん
か
｡

吉
田
　
商
店
の
開
店
時
間
が
'
朝
の
三
時
頃
か
ら
畳

の
二
時
頃
ま
で
と
特
殊
な
時
間
帯
な
の
で
'
工
事

に
伴
う
資
材
の
搬
入
が
大
変
で
し
た
｡

梅
田
　
工
事
中
に
敷
地
か
ら
お
骨
が
沢
山
で
て
き
た

と
の
こ
と
で
す
が
｡

吉
田
　
既
存
の
墓
地
を
撤
ま
し
ま
し
た
時
に
'
多
分
､

大
正
十
二
年
の
関
東
大
震
災
の
時
の
無
縁
仏
の
遺

骨
-
思
い
ま
す
が
､
帆
に
し
て
8
0
袋
程
出
て
釆
ま

L
L
J
t
　
お
骨
は
其
の
処
置
が
難
し
-
行
政
側
で
も

対
応
が
出
来
ま
せ
ん
'
そ
こ
で
大
き
な
骨
壷
を
瀬

戸
の
藤
森
兼
明
さ
ん
に
製
作
し
て
も
ら
い
'
地
表

か
ら
5
メ
-
ー
ル
下
の
基
礎
の
間
に
十
五
基
の
壷

に
分
骨
し
写
経
と
記
念
品
を
封
入
し
埋
葬
し
て
も

ら
い
ま
し
た
.

梅
田
　
納
骨
堂
の
前
に
あ
る
あ
の
壷
が
記
念
に
一
つ

残
さ
れ
L
J
わ
け
で
す
ね
.
御
住
職
が
1
つ
1
つ
に

｢
倶
合
一
処
｣
と
丹
念
に
書
か
れ
'
焼
き
あ
げ
ら

れ
L
J
も
の
で
､
私
も
瀬
戸
行
き
に
お
供
さ
せ
て
貰

っ
L
J
の
で
す
が
､
こ
こ
に
も
細
か
い
お
心
遣
い
を

感
じ
た
も
の
で
す
｡

納
骨
堂
の
中
に
'
阿
弥
陀
様
が
お
ま
つ
-
し
て

あ
-
'
蓮
弁
が
一
〇
八
枚
一
枚
づ
つ
に
法
名
が
書

き

こ

め

る

よ

う

に

な

っ

て

い

て

､

お

ま

い

-

出

来

る
の
は
と
て
も
よ
い
考
え
で
す
ね
｡
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吉
田
　
納
骨
堂
は
考
え
'
工
夫
し
ま
し
た
.
阿
弥
陀

様
の
台
座
に
三
部
経
の
一
部
が
刻
ん
で
あ
-
ま
す
｡

｢
輪
蔵
｣
-
か
　
｢
ま
に
車
｣
　
に
ヒ
ン
-
を
え
ま
し

て
'
蓮
弁
が
動
-
よ
う
に
し
て
あ
り
ま
す
｡
そ
れ

ぞ
れ
の
家
の
蓮
弁
を
前
に
し
て
'
お
ま
い
り
で
き

る
よ
う
に
し
て
あ
る
の
で
す
｡

梅
田
　
其
の
他
工
事
中
に
何
か
重
要
な
事
は
有
-
ま

せ
ん
で
L
L
J
か
｡

吉
田
　
店
子
の
移
転
先
が
決
ま
ら
ず
工
期
が
一
年
延

び
L
J
事
で
お
寺
や
お
檀
家
関
係
者
の
方
々
に
御
迷

惑
を
お
掛
け
致
し
ま
L
L
J
が
'
無
事
竣
工
し
落
慶

法
要
を
迎
え
ら
れ
て
大
旨
8
0
%
は
完
了
L
L
J
と
思

っ
て
い
ま
す
｡
後
は
貸
し
室
が
決
ま
る
事
-
墓
地

が
売
れ
て
お
檀
家
が
増
え
る
事
が
私
に
-
つ
て
最

大
の
希
望
で
す
｡

梅
田
　
私
は
､
住
職
夫
人
と
女
学
校
の
同
級
生
と
い

う
緑
か
ら
､
昭
和
六
十
一
年
に
計
画
が
始
ま
り
平

成
三
年
の
こ
の
落
慶
の
日
ま
で
の
長
丁
場
を
､
ひ

と
つ
ひ
と
つ
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
け
て
'
と
て
も

幸
せ
に
お
も
っ
て
お
-
ま
す
｡
林
凡
鐘
の
音
が
そ
こ

で
生
活
し
て
い
る
人
'
そ
れ
ぞ
れ
に
生
活
の
句
読

点
と
な
-
よ
ろ
こ
ぼ
れ
る
よ
う
願
っ
て
お
り
ま
す
｡
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妙
泉
寺
歴
代

寛
永
十
四
年
九
月
二
十
日
　
別
院
寺
中
妙
泉
寺
･
本
件
寺
号
御
免

寛
永
十
四
年
九
月
十
九
日
　
開
基
覚
栄
江
戸
赤
坂
に
於
て
創
建

元
禄
七
年
二
月
二
十
四
日
　
四
世
教
授
現
在
地
に
移
転


