
こ
の
前
、
年
が
明
け
た
と

思
っ
た
ら
、
も
う
春
の
お
彼

岸
を
迎
え
る
時
期
と
な
り
ま

し
た
。
今
年
も
例
年
通
り
、

三
月
二
十
四
日
（
今
年
は
、
火

曜
日
に
な
り
ま
す
）

に
開
催
し

ま
す
。
た
だ
今
回
は
、
先
代

住
職
の
七
回
忌
に
当
た
る
の

で
、
壇
信
徒
の
皆
様
と
共
に

供
養
を
行
い
た
い
と
思
い
ま

す
。
早
い
も
の
で
、
先
住
が

遷
化
し
て
丸
六
年
が
過
ぎ
ま

し
た
。
こ
の
間
、
本
堂
の
床

板
の
貼
り
替
え
を
最
初
に
行

い
、
納
骨
堂
の
エ
レ
ベ
ー
タ

の
設
置
、
屋
根
と
庫
裏
玄
関

の
天
井
の
修
復
、
晋
山
式
の

準
備
か
ら
挙
行
、
と
慌
た
だ

し
く
工
事
だ
け
は
行
っ
て
参

り
ま
し
た
。
し
か
し
日
常
は

幼
稚
園
関
係
の
仕
事
、
私
立

幼
稚
園
団
体
の
役
職
の
遂
行

な
ど
に
追
わ
れ
、
僧
侶
と
し

て
の
活
動
が
お
留
守
に
な
っ

て
い
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

私
も
、
そ
ろ
そ
ろ
仕
事
を
整

理
、
選
択
し
て
壇
信
徒
の
方

と
の
時
間
も
多
く
作
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
幼
稚
園
の
世
界
も
、

こ
の
四
月
か
ら
新
し
い
制
度

が
実
施
さ
れ
ま
す
。
寺
も
園

も
腰
を
落
ち
着
け
て
取
り
組

む
時
期
が
来
た
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
。
ど
う
か
、
見
守
っ

て
く
だ
さ
い
。

前
号
で
、
お
伝
え
し
ま
し

た
よ
う
に
無
事
に
晋
山
式
を

終
え
る
こ
と
が
出
来
、
百
日

間
の
安
居
（
修
行
）
期
間
も

終
わ
り
ま
し
た
。
先
代
住
職

は
「
中
興
の
祖
」
と
し
て

「
中
興
」
の
称
号
を
贈
ら
れ

て
い
ま
す
。
し
か
し
実
質
的

に
は
、
中
興
だ
け
で
な
く
、

新
た
な
寺
院
建
立
を
行
っ
た

中
興
開
山
の
住
職
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
先
代
が
作

り
上
げ
た
浄
国
寺
を
立
派
に

護
り
、
更
に
発
展
さ
せ
る
と

共
に
次
の
住
職
に
渡
す
こ
と

が
私
の
務
め
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。
現
在
、
「
家
」
制

度
の
崩
壊
と
共
に
、
壇
信

徒
制
度
も
揺
ら
ぎ
、
こ
れ

ま
で
の
役
割
で
あ
っ
た
葬
送

儀
礼
と
し
て
の
仏
教
さ
え
、

そ
の
位
置
が
危
う
く
な
っ
て

い
ま
す
。
一
方
で
は
、
社
会

不
安
等
で
心
の

置
き
所
が
無
く

な
っ
て
い
る
人

も
多
く
、
逆
に

仏
教
が
果
た
す

べ
き
役
割
が
増

え
て
い
る
部
分

も
あ
り
ま
す
。

今
、
こ
の
時
を

生
き
て
い
る
人

の
た
め
に
も
僧

侶
と
し
て
頑
張
っ

て
い
く
所
存
で

す
。
ど
う
ぞ
、

宜
敷
く
御
願
い

致
し
ま
す
。

こ
の
浄
国
寺
通
信
の
創
刊

号
で
、
先
代
住
職
の
人
と
な

り
は
一
度
、
紹
介
し
ま
し
た

が
、
今
回
七
回
忌
を
迎
え
る

に
あ
た
り
、
も
う
一
度
、
お

伝
え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
六
年
間
で
、
新
た
に
縁

を
頂
い
た
檀
家
の
方
も
沢
山

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
の
で
、

浄
国
寺
の
歴
史
を
紹
介
す
る

意
味
で
も
、
こ
こ
に
記
さ
せ

て
頂
き
ま
す
。

先
代
住
職

中
山
道
全
（
以

下

先
住
と
記
す
）
は
、
大

正
九
年
三
月
に
、
天
草
郡
苓

北
町
に
於
い
て
役
場
の
収
入
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役
を
し
て
い
た
祖
父
の
次
男
と

し
て
生
を
受
け
ま
し
た
。
幼
い

時
か
ら
、
学
業
も
秀
で
て
い
た

そ
う
で
す
が
、
そ
れ
以
上
に
、

気
性
も
激
し
く
上
昇
志
向
も
強

か
っ
た
そ
う
で
す
。
田
舎
の
次

男
坊
で
は
、
自
分
の
才
能
を
生

か
せ
な
い
と
考
え
、
又
、
大
変

先
祖
を
大
切
に
す
る
家
で
も
あ
っ

た
の
で
、
小
学
校
を
出
る
と
長

崎
県
野
母
崎
町
に
あ
る
曹
洞
宗

の
観
音
寺
に
小
僧
と
し
て
出
家

し
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
旧
制
の

多
々
良
中
学
、
駒
沢
大
学
（
共

に
曹
洞
宗
の
学
校
）
、
更
に
駒

沢
の
専
門
部
（
今
の
修
士
課
程
）

に
行
き
、
卒
業
後
は
大
学
の
職

員
と
し
て
就
職
し
ま
し
た
。
そ

の
後
、
教
職
に
就
き
長
崎
県
立

小
浜
高
校
の
初
代
校
長
と
な
り

ま
し
た
。
一
方
で
寺
院
住
職
と

し
て
の
思
い
は
強
か
っ
た
の
で

す
が
、
既
に
曹
洞
宗
も
妻
帯
を

認
め
世
襲
化
が
進
ん
で
い
た
為

に
、
生
計
を
立
て
る
こ
と
が
出

来
る
寺
院
の
住
職
と
い
う
場
所

は
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
ま
せ

ん
で
し
た
。
よ
う
や
く
見
つ
け

る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
住
職

は
行
方
不
明
で
壇
信
徒
は
殆
ど

離
散
し
て
い
る
熊
本
市
の
浄
国

寺
で
し
た
。
公
立
学
校
の
教
員

の
職
を
捨
て
妻
子
を
連
れ
て
浄

国
寺
に
着
い
た
ら
、
そ
こ
に
本

堂
を
不
法
占
拠
し
て
住
ん
で
い

る
世
帯
が
沢
山
い
る
状
態
。
弁

護
士
費
用
も
な
く
自
ら
法
廷
に

立
ち
裁
判
で
寺
を
取
り
戻
し
た

そ
う
で
す
。
私
立
鎮
西
学
園
の

教
員
と
し
て
生
計
を
立
て
、
浄

国
寺
の
復
興
に
努
め
ま
し
た
。

そ
の
後
、
白
川
の
河
川
敷
工
事

に
浄
国
寺
の
場
所
が
あ
た
り
、

現
在
地
に
移
転
し
ま
し
た
。
地

域
の
要
請
も
あ
り
幼
稚
園
の
併

設
も
行
い
ま
し
た
。
私
財
を
投

じ
て
寺
の
再
興
を
行
い
、
生
活

も
苦
し
か
っ
た
の
で
す
が
、
よ

う
や
く
寺
と
し
て
の
体
裁
が
整
っ

た
の
は
、
こ
の
頃
で
し
た
（
昭

和
四
十
二
年
頃
）
。
高
校
教
師

を
辞
し
、
熊
本
工
業
大
学
（
現

崇
城
大
学
）
の
講
師
と
幼
稚

園
長
の
職
を
こ
な
し
な
が
ら
も
、

宗
門
の
議
員
と
し
て
地
方
寺
院

の
為
に
宗
政
に
働
き
か
け
、
最

後
は
宗
議
会
議
長
の
職
も
務
め

ま
し
た
。
父
親
と
し
て
も
、
優

し
さ
と
厳
し
さ
と
両
面
を
持
っ

た
立
派
な
父
で
し
た
。
た
だ
、

親
子
共
に
理
屈
っ
ぽ
く
、
喧
嘩

の
時
は
、
理
詰
め
で
言
い
争
う
、

他
人
か
ら
見
た
ら
、
分
か
り
に

く
い
嫌
な
親
子
げ
ん
か
に
写
っ

た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
今
、
私

も
娑
婆
で
あ
れ
ば
定
年
を
考
え

し

ゃ

ば

る
年
齢
に
な
り
、
改
め
て
父
の

大
き
さ
を
感
じ
て
い
ま
す
。
生

き
て
い
る
間
に
晋
山
式
を
行
え

な
か
っ
た
事
だ
け
が
、
申
し
訳

な
い
と
い
う
気
持
ち
と
残
念
な

思
い
で
悔
や
ま
れ
ま
す
。
ま
だ

ま
だ
師
匠
の
域
に
は
達
し
ま
せ

ん
が
、
浄
国
寺
八
代
目
住
職
と

し
て
、
先
代
の
意
志
を
継
ぎ
、

現
代
に
合
う
形
で
の
寺
院
運
営

に
努
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

晋
山
式
挙
行
を
記
念
し
て
、

以
前
か
ら
一
度
話
を
聴
き
た
い

と
願
っ
て
い
た
南
老
師
の
講
演

会
を
開
催
す
る
こ
と
が
出
来
ま

し
た
。
老
師
は
、
永
平
寺
で
二

十
年
の
修
行
を
経
て
、
現
在

青
森
の
恐
山
菩
提
寺
の
院
代
を

な
さ
っ
て
い
ま
す
。
著
書
も
多

く
、
内
容
は

僧
侶
に
あ
り
が

ち
な
分
か
り
や
す
さ
に
重
点
を

置
く
本
と
は
一
線
を
隔
し
、
読

み
辛
い
部
分
は
あ
る
が
、
奥
深

い
も
の
で
す
。
た
だ
、
講
演
も

同
様
に
難
解
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
危
惧
は
抱
い
て
い

ま
し
た
。
し
か
し
、
実
際
に
話

を
聴
け
ば
、
そ
ん
な
予
想
を
吹
っ

飛
ば
す
勢
い
で
、
難
解
ど
こ
ろ

か
噺
家
も
裸
足
で
逃
げ
出
す
ほ

は
な
し
か

ど
の
笑
い
あ
り
、
泣
き
あ
り
、

し
か
も
大
切
な
仏
教
の
考
え
方

は
、
伝
え
る
と
い
う
素
晴
ら
し

い
も
の
で
し
た
。
是
非
、
も
う

一
度
、
来
て
頂
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
そ
の
時
は
、
壇
信
徒
の

皆
様
も
足
を
お
運
び
下
さ
い
。
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身
辺
雑
記

ト
マ
・
ピ
ケ
テ
ィ
の
『
二
十

一
世
紀
の
資
本
論
』
が
知
識
人
？

に
大
受
け
だ
そ
う
だ
。
何
を
今

さ
ら
と
思
う
。
現
在
の
全
て
貨

幣
価
値
に
換
算
し
て
、
等
価
計

算
を
基
準
で
行
動
す
る
世
相
を

見
れ
ば
、
貧
＝
悪
、
富
＝
善
の

図
式
が
成
立
し
、
格
差
社
会
が

到
来
す
る
こ
と
く
ら
い
本
に
頼

ら
な
く
て
も
明
白
だ
ろ
う
。
ど

う
せ
研
究
す
る
な
ら
、
日
本
の

偉
大
な
経
済
学
者
で
あ
る
宇
沢

弘
文
氏
の
「
社
会
的
共
通
資
本
」

の
研
究
の
方
が
対
応
策
が
明
確
に
示

し
て
あ
る
分

為
に
な
る
筈
だ
。
現

政
権
で
は
、
子
育
て
支
援
と
称
し
て

「
待
機
児
童
解
消
」
を
最
優
先
で
決

定
し
て
い
る
。
幼
稚
園
の
世
界
な
ど
、

こ
の
為
に
「
子
ど
も
の
為
の
施
設
」

と
い
う
大
原
則
さ
え
見
失
い
が
ち
だ
。

「
児
童
を
待
機
さ
せ
な
い
」
こ
と
よ

り
「
待
機
す
る
児
童
を
作
ら
な
い
」

こ
と
が
重
要
な
筈
だ
。
乳
幼
児
期
の

親
子
に
大
切
な
家
庭
の
時
間
は
、
政

府
が
国
策
と
し
て
減
少
さ
せ
て
い
る
。

そ
し
て
経
済
成
長
率
上
昇
の
為
に
労

働
力
の
供
給
を
求
め
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
の
冨
は
富
裕
層
の
懐
や
大
会

ふ
と
こ
ろ

社
の
内
部
留
保
と
な
り
再
分
配
は
さ

れ
な
い
。
こ
の
状
態
で
乳
幼
児
期
を

過
ご
し
た
子
ど
も
が
、
大
人
に
な
っ

た
ら
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
？
「
学
道

の
人
は
先
づ
す
べ
か
ら
く
貧
な
る
べ

し
」
。
正
法
随
聞
記
に
示
さ
れ
た
道

元
禅
師
の
言
葉
だ
。
「
多
欲
の
人
は

多
く
利
を
求
む
る
が
故
に
、
苦
悩
も

亦
多
し
」
釈
尊
の
最
後
の
説
法
の
一

節
だ
。
坊
主
か
ら
言
わ
れ
た
く
な
い

と
突
っ
込
ま
れ
そ
う
だ
が
、
仏
の
言

葉
と
し
て
受
け
止
め
て
欲
し
い
。
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禅
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八
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山
本
堂
に
て

一
炷
（約
四
十
分
）坐
禅
を
し
て
、仏
教
や
禅
の
著
述
に
関
す
る
話
（約
二

ち
ゅ
う

十
分
）。今
は
「坐
禅
用
心
記
」。
会
費
・会
則
一
切
な
し
、初
め
て
の
方
は

ご
連
絡
下
さ
い
。
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追
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他
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日
（
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前
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鬼
会
法
要

お
盆
壇
信
徒
先
祖
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供
養

十
月
三
日
（
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）
午
後
～
夜

「
い
ま
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」
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役
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て
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次
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。
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々
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（
共

に
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）
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に
駒

沢
の
専
門
部
（
今
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修
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課
程
）
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し
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。
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の
後
、
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小
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高
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な
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。
一
方
で
寺
院
住
職
と

し
て
の
思
い
は
強
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で

す
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洞
宗
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妻
帯
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認
め
世
襲
化
が
進
ん
で
い
た
為

に
、
生
計
を
立
て
る
こ
と
が
出

来
る
寺
院
の
住
職
と
い
う
場
所

は
見
つ
け
る
こ
と
が
出
来
ま
せ

ん
で
し
た
。
よ
う
や
く
見
つ
け

る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
住
職

は
行
方
不
明
で
壇
信
徒
は
殆
ど

離
散
し
て
い
る
熊
本
市
の
浄
国

寺
で
し
た
。
公
立
学
校
の
教
員

の
職
を
捨
て
妻
子
を
連
れ
て
浄

国
寺
に
着
い
た
ら
、
そ
こ
に
本

堂
を
不
法
占
拠
し
て
住
ん
で
い

る
世
帯
が
沢
山
い
る
状
態
。
弁

護
士
費
用
も
な
く
自
ら
法
廷
に

立
ち
裁
判
で
寺
を
取
り
戻
し
た

そ
う
で
す
。
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鎮
西
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園
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員
と
し
て
生
計
を
立
て
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浄

国
寺
の
復
興
に
努
め
ま
し
た
。

そ
の
後
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工
事
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国
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寺
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整
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た
の
は
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昭
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四
十
二
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頃
）
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校
教
師

を
辞
し
、
熊
本
工
業
大
学
（
現

崇
城
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講
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幼
稚
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。
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娑
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齢
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感
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。
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催
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を
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