
定
着
し
て
き
ま
し
た

お
寺
は
誰
か
亡
く
な
っ
た

時
に
供
養
し
て
貰
う
と
こ
ろ

と
言
う
の
が
一
般
の
方
の
イ

メ
ー
ジ
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
も
、
お
寺
の
重
要
な
務
め

で
す
。
し
か
し
、
仏
教
に
限

ら
ず
宗
教
は
人
が
如
何
に
生

き
る
べ
き
か
の
指
針
に
な
る

も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

「
辛
い
」
「
死
に
た
い
」

「
ど
う
や
っ
て
生
き
て
い
こ

う
」
。
人
は
、
い
つ
も
悩
み
、

苦
し
み
な
が
ら
日
々
を
送
っ

て
い
ま
す
。
そ
ん
な
時

に
、
お
寺
で
静
か
に
坐

る
事
で
、
何
か
が
見
え

て
き
た
り
、
明
日
か
ら

も
生
き
て
い
こ
う
と
力

を
貰
え
る
事
も
有
り
ま
す
。

私
は
、
僧
侶
と
し
て
、
お

寺
を

そ
ん
な
場
所
に
し

た
い
と
若
い
頃
か
ら
考
え

て
い
ま
し
た

最
初
は
、
私
の
好
き
な

ジ
ャ
ズ
を
通
じ
て
、
お
寺

の
敷
居
を
低
く
し
た
い

と
始
め
ま
し
た
が
、
折

角
な
ら
、
生
き
る
為
の

お
話
し
が
聞
け
る
場
所

に
し
た
い
と
思
い
、
講

演
会
等
も
一
緒
に
や
る

事
に
し
ま
し
た
。

お
寺
の
お
説
教
と
言

え
ば
、
そ
の
宗
派
の
教

え
に
偏
り
が
ち
で
す
。

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
組

織
の

中
に

「
諸

宗
教
対
話
」

の
部
署
が

あ
り
、
玉

名
郡
の
和

水
町
に
あ

る
真
命
山

（
教
会
な

の
に
山
号
が
あ
る
と
こ
ろ
が

柔
軟
性
を
感
じ
ま
す
が
）
と

い
う
教
会
で
、
活
動
を
さ
れ

て
い
る
イ
タ
リ
ア
人
の
フ
ラ

ン
コ
・
ソ
ッ
ト
コ
ル
ノ
ナ
ラ

神
父
様
と
親
し
く
で
き
る
御

縁
を
頂
き
、
カ
ト
リ
ッ
ク
中

央
審
議
会
主
催
の
パ
ネ
ル
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
に
も
私

も
呼
ば
れ
て
参
加
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
コ

神
父
様
も
、
私
の
意
図
を
ご

理
解
戴
き
、
当
山
の
企
画
に

参
加
し
て
「
坐
禅
」
と
「
カ

ト
リ
ッ
ク
の
瞑
想
」
の
相
違

点
な
ど
に
つ
い
て
の
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
や
、
イ
タ
リ
ア

人
の
神
父
、
ア
メ
リ
カ
人
の

曹
洞
宗
の
僧
侶
の
対
談
な
ど

も
行
い
ま
し
た
。
真
命
山

で
は
、
二
年
に
一
度
色
々

な
宗
教
（
キ
リ
ス
ト
教
、

仏
教
の
諸
宗
派
、
日
本
神
道

な
ど
）
一
堂
に
会
し
て
「
世

界
平
和
を
祈
る
」
イ
ベ
ン
ト

も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の

場
で
、
同
じ
曹
洞
宗
で
顔
を

合
わ
せ
て
い
た
の
が
中
村

（
太
瑞
と
言
う
の
は
道
号
で

す
）
知
見
師
で
し
た
。
柔
軟

な
感
性
と
論
理
的
な
思
考
を

持
つ
お
坊
さ
ん
だ
な
と
親
し

み
を
覚
え
て
い
ま
し
た
。
後

日
、
彼
が
薬
剤
師
で
あ
り
、

「
お
釈
迦
様
の
薬
箱
」
と
い

う
著
書
も
あ
る
事
を
知
り
、

昨
年
も
声
を
か
け
た
の
で
す

が
、
都
合
が
叶
わ
ず
、
今
年

開
催
と
な
り
ま
し
た
。
話
を

聞
く
と
学
部
は
違
う
が
、
同

じ
大
学
の
先
輩
後
輩
と
い
う

間
柄
に
驚
き
ま
し
た
。
早
速
、

彼
の
著
書
を
購
入
し
て
、
読

ん
だ
と
こ
ろ
、
大
変
面
白
く
、

今
か
ら
話
が
楽
し
み
で
す
。

お
寺
で
ジ
ャ
ズ

こ
の
企
画
も
、
気
づ
い
た

ら
十
年
を
越
え
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
最
初
の
年
か
ら
、

ず
っ
と
企
画
出
演
し
て
戴
い

て
い
る
の
が
、
ベ
ー
ス
の
鈴

木
チ
ン
良
雄
氏
で
す
。
こ
の

方
の
1s

t

リ
ー
ダ
ー
ア
ル
バ

ム
（
ま
だ
三
十
㎝
の
黒
いL

P

レ
コ
ー
ド
で
し
た
）
を
聞
い

て
、
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
で
エ
レ

キ
ベ
ー
ス
を
弾
い
て
い
た
私

が
、
ウ
ッ
ド
ベ
ー
ス
に
転
向

し
、
大
学
の
ジ
ャ
ズ
研
に
入

る
契
機
と
な
り
ま
し
た
。
た

ま
た
ま
熊
本
で
ラ
イ
ブ
を
さ

れ
た
と
き
に
知
り
合
い
に
な

り
、
毎
年
私
の
好
き
な
ジ
ャ

ズ
マ
ン
を
引
っ
張
っ
て
ラ
イ

ブ
を
行
う
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
今
年
来
て
頂
く
の
はB

A
S

S
T
A
L
K

と
い
う
チ
ン
さ
ん
と

い
つ
も
一
緒
に
演
奏
す
る
っ

グ
ル
ー
プ
で
,
結
成
十
八
年
、

平
均
年
齢
は
六
十
歳
を
越
え

る
ベ
テ
ラ
ン
メ
ン
バ
ー
で
、

全
員
、
自
分
の
グ
ル
ー
プ
を
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浄
国
寺
企
画

い
ま
、心
に

Ｚ

Ｅ

Ｎ

開
催
案
内

浄
国
寺
恒
例
企
画

い
ま
、
心
に
Ｚ
Ｅ
Ｎ

令
和
元
年
十
一
月
十
六
日
（
土
）

午
後
五
時

講
演
会

南
島
原
市

玉
寶
寺
住
職

薬
剤
師

（
九
州
大
学
薬
学
部
修
士

・
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
修
士
）

太
瑞
（
中
村
）
知
見

老
師

た
い
ず
い

演
題

「
お
釈
迦
様
の
薬
箱
」

午
後
七
時

「
お
寺
で
ジ
ャ
ズ
」

ジ
ャ
ズ

鈴
木

良
雄
＆Bass

Talk

お
釈
迦
様
の
薬
箱



持
ち
ア
ル
バ
ム

を
出
し
て
い
る

方
々
で
す
。
連

続
三
年
目
の
出

演
に
な
り
ま
す

が
、
今
年
は
新

譜
を
出
し
た
ば

か
り
で
、
い
つ

も
以
上
に
気
合
い
が
入
っ
て
い

ま
す
。
き
っ
と
素
晴
ら
し
い
演

奏
を
聴
か
せ
て
く
れ
る
と
思
い

ま
す
。
ジ
ャ
ズ
と
言
え
ば
、
近

頃
は
食
事
処
の
Ｂ
Ｇ
Ｍ
の
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
の
で
す
が
、
本
来
は

生
の
演
奏
こ
そ
ジ
ャ
ズ
の
醍
醐

味
で
す
。

こ
の
機
会

に
是
非
足

を
お
運
び

下
さ
い
。

当
山
の
木
曜
坐
禅
会
、
現
在

も
初
め
て
の
坐
禅
体
験
を
求
め

て
、
参
加
さ
れ
る
方
が
、
毎
週

数
名
来
ら
れ
ま
す
。
私
は
「
坐

禅
と
い
う
の
は
即
効
性
の
効
果

を
求
め
て
も
何
も
得
る
も
の
は

あ
り
ま
せ
ん
よ
。
そ
れ
で
良
け

れ
ば
、
ど
う
ぞ
お
出
で
下
さ
い
」

と
説
明
し
ま
す
が
、
「
兎
に
角

一
度

坐
っ
て
み
た
い
と
」
と

言
っ
て
足
を
運
ば
れ
ま
す
。
何

故
、
坐
禅
を
し
た
い
人
が
増
え

た
の
か
？
色
々
と
い
つ
も
考
え

ま
す
。
近
頃
、
一
つ
の
心
理
療

法
と
し
て
、
坐
禅
を
ベ
ー
ス
に

し
た
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
い

う
も
の
が
、
ヤ
フ
ー
や
グ
ー
グ

ル
の
社
員
研
修
で
も
取
り
入
れ

ら
れ
て
い
ま
す
。
ア
ッ
プ
ル
の

創
始
者
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
・
ジ
ョ

ブ
ズ
が
曹
洞
宗
僧
侶
の
鈴
木
俊

隆
老
師
の
指
導
を
受
け
て
禅
に

傾
倒
し
て
い
た
の
も
有
名
な
話

で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば

一
過
性
の
も
の
に
終
わ
る
で
し
ょ

う
。
坐
禅
会
に
参
加
さ
れ
る
方

の
動
機
を
尋
ね
る
と
、
流
行
に

惹
か
れ
た
訳
で
は
な
い
よ
う
で

す
。
で
は
、
何
故
、
坐
っ
て
み

た
い
と
思
う
の
で
し
ょ
う
。

グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
台
頭
や

社
会
の
二
極
化
の
進
展
は
大
き

な
理
由
の
よ
う
で
す
が
、
今
ま

で
是
と
さ
れ
て
き
た
価
値
観
の

喪
失
と
自
分
自
身
の
喪
失
感
が

大
き
い
よ
う
で
す
。
「
良
い
大

学
を
出
て
、
良
い
会
社
に
勤
め

て
お
金
持
ち
に
な
る
事
が
幸
福

で
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
が
成

立
し
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
の

が

今

の

日

本

社

会
で
す
。

今

、

自

分

が

何

を

し

た

い
の
か
？

何

を

す

れ
ば
良
い
の
か
？
自
分
は
、
何

処
に
行
き
た
い
の
か
？
そ
れ
ら

が
全
く
見
え
な
く
な
っ
て
い
ま

す
。
仕
方
が
な
い
の
で
、
眼
の

前
に
あ
る
諸
問
題
を
片
付
け
る

し
か
な
い
の
が
日
常
で
す
。
又
、

国
を
動
か
す
政
治
家
や
官
僚
も

判
断
基
準
が
近
視
眼
的
な
対
処

療
法
に
終
始
し
て
、
大
局
的
な

見
方
を
す
る
事
も
な
く
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
ん
な
日
常
の
中
で
、

自
分
が
何
を
し
た
い
の
か
、
何

を
す
べ
き
な
の
か
が
分
か
ら
な

く
な
っ
て
い
ま
す
。
禅
語
に

「
脚
下
照
顧
」
と
い
う
言
葉
が

き
ゃ
っ
か
し
ょ
う
こ

あ
り
ま
す
。
自
分
の
足
許
を
振

り
返
っ
て
見
つ
め
直
そ
う
と
い

う
意
味
で
す
。
我
々
は
、
今
と

い
う
現
在
を
生
き
て
い
ま
す
。

明
日
は
思
い
通
り
に
は
な
り
ま

せ
ん
。
過
去
を
や
り
直
す
事
も

で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
今

生
き
て
い
る
現
実
と
生
き
て
い

る
命
は
大
切
な
も
の
で
す
。
国

や
政
治
が
何
を
し
て
く
れ
る
か

は
誰
も
想
像
で
き
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
自
分
の
頭
が
勝
手
に
作

り
出
し
た
自
分
の
理
想
と
そ
れ

が
叶
わ
な
い
現
実
は
、
厳
然
と

し
た
事
実
で
す
。
勝
手
に
作
っ

た
絵
柄
と
そ
れ
が
叶
わ
な
い
事

に
よ
る
自
己
喪
失
感
に
振
り
回

さ
れ
た
く
な
い
も
の
で
す
。
損

得
勘
定
で
近
視
眼
的
に
決
ま
っ

て
い
く
傾
向
は
、
今
の
日
本
で

は
愈
々
甚
だ
し
く
な
っ
て
い
ま

は
な
は

す
。
二
極
化
の
中
で
、
国
を
動

か
す
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン

ト
が
、
も
う
少
し
考
え
て
い
た

ら
、
少
し
は
違
っ
て
い
た
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
綺
麗
事
を
大
事

な
も
の
と
考
え
ず
、
馬
鹿
に
し

て
軽
ん
じ
て
る
日
本
に
な
っ
た
、

つ
ま
り

損
得
勘
定
（
禅
語
で

は
、
名
聞
利
養
と
言
い
ま
す
）

み
ょ
う
も
ん
り
よ
う

が
優
先
順
位
の
上
位
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
日
本
で
は
、
一
人
一

人
が
脚
下
照
顧
し
て
坐
る
事
が

自
然
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

築
十
五
年
を
過
ぎ
、
表
の
壁

も
傷
ん
で
い
た
と
こ
ろ
に
三
年

前
の
熊
本
地
震
で
亀
裂
も
入
っ

て
い
ま
し
た
。
鉄
骨
造
り
な
の

で
、
亀
裂
か
ら
水
が
浸
み
た
ら

手
遅
れ
に
な
る
と
考
え
、
壁
を

塗
り
替
え
ま
し
た
。
同
時
に
、

納
骨
堂
を
庫
裏
（
住
居
部
分
）

の
玄
関
と
勘
違
い
す
る
人
も
い

る
の
で
、
新
に
看
板
を
作
り
ま

し
た
。
先
祖
が
居
る
か
ら
、
自

分
が
居
る
。

そ
の
感
謝

の
気
持
ち

が
先
祖
供

養
に
結
び

つ
く
日
本
の
伝
統
は
大
切
に
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
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

十
月
か
ら
幼
児
教
育
・
保
育
の
無

・

・

・

・

償

化

が

始

ま

っ

た

。

最

初

は

教
育
部
分
の
無
償
化
の
筈
だ
っ
た
。

・

・

・

・

人
が
よ
り
良
く
生
き
る
為
に
は
、
自

分
の
頭
で
し
っ
か
り
考
え
る
能
力
が

必
要
で
あ
り
、
教
育
と
は
、
そ
の
力

を
育
む
事
だ
。
そ
の
た
め
に
は
、
育

つ
環
境
（
貧
富
も
含
め
）
に
関
わ
ら

ず
、
教
育
を
受
け
る
権
利
が
あ
り
（
保

護
者
に
は
義
務
が
あ
り
）
、
そ
の
保

障
が
教
育
の
無
償
化
だ
。
日
本
は
、

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
の
中
で
教
育
に
か
け

る
公
金
の
額
は
、
最
低
レ
ベ
ル
だ
。

生
き
る
力
を
最
も
育
む
適
齢
期
が
幼

児
期
で
、
少
し
は
益
し
に
な
る
事
を

ま

期
待
し
た
。
し
か
し
、
子
ど
も
は
教

育
機
関
だ
け
で
育
つ
訳
で
は
な
い
。

家
庭
も
重
要
な
教
育
の
場
だ
。
同
時

に
教
育
は
技
術
の
習
得
で
は
な
く
、

日
常
で
身
に
つ
く
も
の
で
あ
る
。
厚

労
省
が
強
い
の
か
文
科
省
が
ヘ
タ
レ

・

・

・

な
の
か
、
教
育
で
な
く
福
祉
（
つ
ま

り
親
へ
の
サ
ー
ビ
ス
）
で
あ
る
保
育

も
無
償
化
に
な
っ
た
。
こ
れ
で
は
、

家
庭
の
教
育
力
は
益
々
下
が
り
、
子

ど
も
の
健
全
な
発
達
に
影
響
が
出
る
。

必
要
な
所
に
手
厚
い
保
護
を
す
る
の

が
福
祉
の
筈
だ
。
一
律
に
保
育
を
無

償
化
す
れ
ば
、
労
働
力
と
し
て
の
女

性
の
確
保
に
は
繋
が
る
だ
ろ
う
。
そ

れ
だ
け
で
良
い
の
か
？
子
ど
も
の
成

長
に
与
え
る
影
響
は
？
。
「
タ
ダ
な

ら
長
く
預
け
た
方
が
お
得
だ
」
の
自

分
の
す
べ
き
事
を
忘
れ
か
け
た
マ
マ

達
の
声
の
中
で
悩
む
日
々
だ
。

曲
が
り
角
を
曲
が
り
損
ね
た
国

日
本

納
骨
堂
を
改
装
し
ま
し
た


