
今
年
も
や
り
ま
す

何
度
も
書
い
て
き
た
事
で

す
。
高
校
生
の
頃
「
お
寺
＝

仏
教
は
、
葬
儀
や
法
事
等
亡

く
な
っ
た
方
に
何
か
し
て
上

げ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
？
」

と
言
う
事
に
い
つ
も
疑
問
を

感
じ
て
い
ま
し
た
。
「
そ
れ

は
、
そ
れ
と
し
て
大
切
な
事

だ
ろ
う
。
で
も
、
俺
が
し
た

い
事
で
は
な
い
」
と
言
う
の

が
結
論
で
し
た
。
師
匠
で
あ

る
父
親
が
、
必
死
に
な
っ
て

寺
の
再
興
に
尽
力
を
し
て
い

る
の
は
見
て
ま
し
た
。
し
か

し
、
生
意
気
盛
り
の
私
は

「
そ
れ
は
そ
れ
、
俺
は
俺
」

と
別
の
道
に
進
も
う
と
し
て

い
ま
し
た
。
た
だ
、
仏
教
、

お
釈
迦
様
の
足
蹠
や
説

い
た
内
容
は
、
学
ぶ
に

つ
れ
て
自
分
に
沁
み
入
っ

て
き
た
よ
う
に
思
え
ま

す
。
自
分
の
中
で
は
色
々

な
葛
藤
が
あ
り
ま
し
た
が
、

結
局
は
、
僧
侶
に
な
り
仏

の
教
え
を
伝
え
る
立
場
に

な
り
ま
し
た
。

今
、
心
に
禅

こ
の
タ
イ
ト
ル
は
、
ま

だ
私
が
二
十
代
の
頃
、
熊

本
県
曹
洞
宗
青
年
会
の
僧

侶
が
始
め
た
企
画
の

名
前
で
し
た
。
電
話

相
談
で
有
名
に
な
っ

た
無
着
成
恭
老
師
、

漫
才
師
で
あ
り
な
が

ら
仏
教
の
信
仰
が
厚

か
っ
た
獅
子
て
ん
や

氏
等
の
講
演
会
、
墨

跡
展
、
禅
の
写
真
展

な
ど
壇
信
徒
以
外
の

一
般
の
方
へ
ア
ピ
ー

ル
す
る
企
画
と
し
て

開
催
し
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、

そ
の
後
、

何
度
か
坐

禅
ブ
ー
ム

は
あ
り
ま

し
た
が
、

「
心
の
時

代
」
と
言

わ
れ
る
割

に
は
、
そ

の
後
の
バ
ブ
ル
に
浮
か
れ
、

空
白
の
十
年
を
経
て
、
人
々

の
心
は
、
「
心
の
問
題
」
よ

り
「
お
金
の
問
題
」
「
生
活

の
問
題
」
に
追
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
モ
ラ

ル
・
ハ
ザ
ー
ド
は
進
み
、
何

を
拠
り
所
に
生
き
る
の
か
、

い
よ
い
よ
娑
婆
が
娑
婆
（
苦

し
み
に
耐
え
る
忍
土
）
と
化

し
て
き
ま
し
た
。

今
、
こ
れ
ら
の
言
葉
で
分

類
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、

決
し
て
本
来
の
意
味
で
は
な

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
看
板
こ
そ
逆
に
見
え
る

が
、
ど
ち
ら
も
エ
ゴ
イ
ズ
ム

が
基
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に

見
え
ま
す
。

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
＝
「
国

際
協
調
主
義
、
世
界
の
垣
根

を
取
り
払
っ
て
世
界
共
通
の

価
値
観
を
持
と
う
」
。

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
＝
「
民
族

至
上
主
義
、
自
分
の
国
の
利

益
と
興
隆
が
が
第
一
。
ま
ず

は
自
分
の
国
を
し
っ
か
り
し

よ
う
」
。

大
雑
把
に
言
う
と
以
上
の
よ

う
な
主
張
で
し
ょ
う
か
？
額

面
通
り
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に

一
長
一
短
あ
る
し
、
何
を
支

持
す
る
か
は
個
人
の
問
題
で

し
ょ
う
。
し
か
し
、
主
義
主

張
の
体
裁
を
借
り
て
集
団
が

形
成
さ
れ
る
過
程
に
於
い
て
、

思
想
主
張
で
は
な
く
、
い
つ

の
間
に
か
何
が
自
分
に
得
か

の
実
利
が
重
要
な
課
題
に
な
っ

て
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
が
行
わ
れ

て
い
る
よ
う
で
す
。
バ
ブ
ル

以
降
顕
著
に
な
り
ま
し
た
が
、

そ
れ
ぞ
れ
が
「
自
分
に
と
っ

て
ど
う
す
れ
ば
得
に
な
る
か
」

の
損
得
勘
定
を
上
手
く
で
き

る
人
が
「
賢
い
人
」
し
か
も
、

最
低
限
の
努
力
と
出
力
で
最

大
限
の
利
益
を
得
る
事
が

「
賢
い
行
い
」
と
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
気
が
し
ま

す
。
し
か
し
、
他
者
の
事
を

考
え
な
い
行
為
に
於
い
て
は
、

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
も
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
も
成
立
し
ま
せ
ん
。

自
分
の
利
だ
け
を
優
先
す
る

う
ち
に
他
者
の
不
利
を
求
め

る
事
に
な
る
か
ら
で
す
。
こ

れ
を
一
言
で
言
え
ば
エ
ゴ
イ

ズ
ム
と
な
る
で
し
ょ
う
。
い

つ
か
ら
、
我
々
は
、
そ
ん
な

淋
し
い
、
そ
し
て
さ
も
し
い

人
間
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

教
育
の
世
界
で
も
、
こ
ど
も

達
は
、
自
ら
勉
強
努
力
し
て

上
に
行
く
よ
り
、
相
対
比
較

で
上
に
行
く
た
め
に
は
「
他

の
子
ど
も
の
邪
魔
を
し
て
成

績
を
下
げ
る
」
行
為
を
当
然
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の
よ
う
に
す
る
子
ど
も
が
増
え

て
き
た
と
聞
き
ま
す
。
幼
児
教

育
の
世
界
で
は
、
今

非
認
知

ス
キ
ル
の
重
要
性
が
説
か
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
習
得
度

を
数
値
や
外
形
で
計
測
で
き
る

技
術
よ
り
、
乳
幼
児
期
に
於
い

て
は
、
人
の
気
持
ち
が
理
解
で

き
る
事
、
頑
張
る
時
は
我
慢
し

て
も
踏
ん
張
る
事
、
好
奇
心
を

持
っ
て
遊
び
に
臨
め
る
事
な
ど

の
「
人
と
し
て
の
基
本
的
な
ス

キ
ル
を
ま
ず
習
得
さ
せ
る
べ
き

だ
」
と
い
う
考
え
方
で
す
。
子

ど
も
の
姿
は
親
の
日
常
を
映
す

鏡
で
す
。
ま
ず
は
大
人
が
襟
を

正
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
道
元

禅
師
の
正
法
眼
蔵
を
在
家
用
に

抜
粋
し
た
経
典
で
あ
る
修
証
義
。

第
四
章
に
好
き
な
一
説
が
あ
り

ま
す
。
「
愚
人
謂
く
は
、
利
他

お
も
わ

を
先
と
せ
ば
自
ら
が
利
省
か
れ

ぬ
べ
し
と
。
然
か
に
は
、
非
ざ

る
な
り
。
利
行
は
一
法
な
り
。

普
く
自
他
を
利
す
る
な
り
」
。

「
目
先
の
利
益
に
と
ら
わ
れ
る

な
。
他
者
の
た
め
に
出
来
る
事

を
き
ち
ん
と
や
る
事
が
自
分
の

利
益
に
な
る
ん

で
す
よ
」
。
園

児
に
言
い
ま
す
。

「
お
友
達
と
一

緒
に
遊
ん
で
て
、

お
友
達
が
嬉
し

い
と
僕
も
嬉
し

い
で
し
ょ
。
だ

か
ら
お
互
い
に
嬉
し
く
な
る
よ

う
に
仲
良
く
遊
ぼ
う
ね
」
幼
稚

園
児
は
、
喧
嘩
は
し
て
も
、
利

害
関
係
は
計
算
し
ま
せ
ん
。
大

人
も
子
ど
も
に
学
び
た
い
も
の

で
す三

昧
（
サ
マ
ー
デ
ィ
）

ざ
ん
ま
い

「
ざ
ん
ま
い
」
と
は
古
代
イ

ン
ド
語
サ
マ
ー
デ
ィ
の
音
訳
で

通
常
「
禅
定
」
と
訳
さ
れ
ま
す
。

坐
禅
に
よ
っ
て
心
静
か
な
境
地

に
至
る
事
で
す
。
し
か
し
、
な

か
な
か
三
昧
の
境
地
に
は
行
き

着
け
ま
せ
ん
。
我
々
の
頭
の
中

は
、
先
読
み
と
怒
り
と
損
得
勘

定
で
常
に
グ
チ
ャ
グ
チ
ャ
の
状

態
で
す
。
そ
の
混
沌
の
中
で
、

自
分
が
何
に
悩
ん
で
い
る
の
か

さ
え
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
ま
す
。
自
分
の
頭
で
作
っ

て
し
ま
っ
た
縄
で
自
縄
自
縛
に

な
り
、
頭
だ
け
で
な
く
体
調
ま

で
崩
す
事
さ
え
あ
り
ま
す
。
自

分
を
苦
し
め
て
い
る
の
は
自
分

で
作
っ
た
縄
だ
と
気
づ
き
、
た

ま
に
は
フ
ル
ス
ロ
ッ
ト
ル
状
態

の
脳
み
そ
の
ス
イ
ッ
チ
を
止
め

て
み
ま
せ
ん
か
？
ま
ず
は
、
静

か
な
場
所
（
お
寺
は
、
そ
の
為

の
場
所
で
も
あ
り
ま
す
）
で
、

姿
勢
を
調

え
て
、
骨

盤
を
立
て

て
背
骨
を

伸
ば
し
、

口
か
ら
お
腹
い
っ
ぱ
い
に
息
を

吸
っ
て
、
次
に
そ
の
息
を
全
部

吐
き
き
り
ま
す
。
今
度
は
鼻
か

ら
静
か
に
ゆ
っ
く
り
と
息
を
吸

い
落
ち
着
い
て
吐
き
ま
す
。
無

理
な
く
自
然
な
呼
吸
に
努
め
て

下
さ
い
。
無
心
や
無
我
に
な
ろ

う
な
ん
て
考
え
て
は
い
け
ま
せ

ん
。
そ
の
事
自
体
が
、
既
に
計

算
尽
く
で
す
。
頭
の
中
に
は
、

次
か
ら
次
に
嫌
に
な
る
位
、
考

え
や
思
い
が
湧
き
上
が
っ
て
き

ま
す
。
そ
う
言
う
も
の
な
の
で

す
。
そ
の
事
に
、
ま
ず
気
づ
い

て
下
さ
い
。
そ
し
て
今
こ
こ
に

呼
吸
を
し
て
い
る
自
分
が
い
る

事
に
気
づ
い
て
下
さ
い
。
こ
の

事
が
、
色
ん
な
因
と
縁
が
あ
っ

て
こ
の
世
界
に
生
き
て
い
る
自

分
の
存
在
に
気
づ
く
事
が
で
き

れ
ば
儲
け
も
の
で
す
。
し
ば
ら

く
そ
の
状
態
を
続
け
た
後
に
、

ホ
ッ
と
し
た
気
持
ち
に
な
れ
ば
、

そ
れ
で
良
い
と
思
え
る
よ
う
に

な
れ
る
筈
で
す
。
マ
イ
ン
ド
フ

ル
ネ
ス
と
は
「
気
づ
き
」
と
訳

さ
れ
ま
す
。
自
分
の
命
の
尊
さ

と
そ
れ
を
戴
い
て
い
る
有
り
難

さ
を
気
づ
き
感
じ
取
る
事
が
で

き
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
何
か
が

変
わ
る
と
思
い
ま
す
。
今
回
の

企
画
が
そ
の
一
助
に
な
れ
ば
有

難
い
と
こ
ろ
で
す
。
音
楽
会
は

協
力
金
を
お
願
い
し
ま
す
が
、

こ
の
部
分
は
無
料
で
す
。
宜
し

け
れ
ば
足
を
お
運
び
下
さ
い
。

近
頃
、
居
酒
屋
だ
け
で
な
く
、

ラ
ー
メ
ン
屋
さ
ん
で
も
Ｂ
Ｇ
Ｍ

に
ジ
ャ
ズ
が
流
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
ジ
ャ
ズ
は
難
し

い
音
楽
に
思
わ
れ
て
い
た
時
代

も
あ
り
ま
す
が
、
本
来
は
芸
術

で
は
な
く
皆
が
楽
し
め
る
も
の

で
あ
る
事
が
浸
透
し
た
よ
う
で

す
。
毎
年
、
演
奏
し
て
く
れ
る

鈴
木
良
雄
氏
（
ｂ
担
当
）
は
、

世
界
の
ナ
ベ
サ
ダ
こ
と
渡
辺
貞

夫
の
グ
ル
ー
プ
で
デ
ビ
ュ
ー
、

本
場
ア
メ
リ
カ
で
著
名
プ
レ
イ

ヤ
ー
と
の
活
動
を
経
て
、
帰
国
。

彼
の
音
楽
は
、
日
本
人
の
琴
線

に
触
れ
る
暖
か
い
優
し
い
演
奏

で
す
。
私
が
大
学
の
ジ
ャ
ズ
研

で
ベ
ー
ス
を
弾
く
よ
う
に
な
っ

た
の
も
鈴
木
氏
の
ア
ル
バ
ム
が

き
っ
か
け
で
し
た
。
そ
の
人
の

演
奏
を
自
分
が
住
職
を
勤
め
る

寺
で
聴
け
る
の
も
有
難
い
事
で

す
。
今
回
の
メ

ン
バ
ー
も
日
本

の
有
数
の
演
奏

家
ば
か
り
。
技

術
は
も
の
す
ご

い
の
に
、
決
し

て
押
し
つ
け
が

ま
し
く
な
く
ベ
テ
ラ
ン
の
味
で
、

演
奏
し
て
く
れ
ま
す
。
ジ
ャ
ズ

に
ア
レ
ル
ギ
ー
が
あ
る
人
も
い

る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
是
非
、

騙
さ
れ
た
と
思
っ
て
聴
き
に
来

て
下
さ
い
。
素
敵
な
一
時
に
な

ひ
と
と
き

る
は
ず
で
す
。
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定
例
木
曜
坐
禅
会

毎
週
木
曜
日

午
後
八
時
よ
り

当
山
本
堂
に
て

一
炷
（
約
四
十
分
）
坐
禅
を
し
て
、
坐
禅
に
関
す
る
著
述
の
解
説
（
約

ち
ゅ
う

二
十
分
）

会
費
・
会
則
一
切
な
し
、
初
め
て
の
方
は
ご
連
絡
下
さ
い

娑
婆
は
娑
婆

坊
主
は
政
治
に
関
わ
ら
な
い
と
言

う
鉄
則
を
言
う
気
に
な
ら
な
い
程
、

娑
婆
（
忍
土
）
の
政
治
の
劣
化
に
は

歯
止
め
が
掛
か
ら
な
い
よ
う
だ
。
国

の
舵
取
り
を
す
る
人
ほ
ど
利
他
（
他

者
を
利
す
る
事
）
を
優
先
に
考
え
る

べ
き
な
の
に
、
自
己
保
身
が
最
優
先

課
題
に
な
っ
て
い
る
様
に
見
え
る
。

議
員
は
バ
ッ
ジ
が
な
く
な
れ
ば
た
だ

の
人
だ
。
そ
う
な
れ
ば
、
利
他
も
出

来
な
い
と
言
う
理
屈
が
聞
こ
え
る
が
、

特
定
の
他
者
の
利
の
み
に
走
る
事
は

利
他
と
は
言
わ
ぬ
。
声
の
大
き
な
人

の
声
し
か
聞
こ
え
な
い
よ
う
な
ら
、

選
良
と
は
呼
べ
ぬ
。
「
言
っ
た
も
ん

勝
ち
、
や
っ
た
も
ん
勝
ち
」
が
処
世

の
常
道
と
し
て
定
着
す
れ
ば
、
誰
も

精
進
し
な
く
な
る
。
近
頃
は
「
弱
者
」

の
鎧
を
つ
け
て
自
分
に
都
合
の
良
い

「
特
権
」
を
得
よ
う
と
す
る
高
等
戦

術
ま
で
見
え
て
く
る
。
「
み
ん
な
の

為
に
良
か
れ
」
と
黙
黙
と
努
力
す
る

人
が
報
わ
れ
て
こ
そ
、
娑
婆
即
涅
槃

の
教
え
が
生
き
て
く
る
。
今
の
世
の

本
当
の
弱
者
は
誰
？

お

寺

で

ジ

ャ

ズ

？


