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こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
今
、
ロ
シ

ア
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
侵
攻
を
始
め
、

信
じ
ら
れ
な
い
悲
惨
な
状
況
が
連
日

報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
銀
杏
誌
が

皆
様
の
お
手
元
に
届
く
頃
に
は
、
和
平

へ
の
道
筋
が
開
か
れ
て
い
る
事
を
祈

る
ば
か
り
で
す
。
し
か
し
、
攻
撃
が
終

わ
っ
た
と
し
て
も
、
失
わ
れ
た
多
く
の

生
命
も
、
破
壊
さ
れ
た
も
の
は
、
も
う

二
度
と
帰
っ
て
は
来
ま
せ
ん
。

　

ア
フ
リ
カ
の
サ
バ
ン
ナ
の
森
か
ら

出
て
、
草
原
を
二
足
で
歩
き
出
し
た

の
が
人
類
第
一
号
の
誕
生
だ
そ
う
で

す
。
そ
れ
か
ら
七
百
万
年
か
け
て
進

化
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
一

体
何
が
進
化
し
た
の
で
し
ょ
う
か
？

人
類
は
有
史
以
来
、
凝
り
も
せ
ず
に

同
じ
事
を
繰
り
返
す
ば
か
り
で
す
。

【
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
】

　

曹
洞
宗
で
は
、「
碧
巌
録
」
と
並
ん
で
、

禅
門
の
二
大
聖
典
と
云
わ
れ
る『
従

し
ょ
う

容よ
う

録ろ
く

』
を
二
月
か
ら
の
提
唱(
講
義)

に
於
い

て
参
究
し
て
い
ま
す
が
、そ
の『
従
容
録
』

が
編
集
さ
れ
た
時
代
は
、チ
ン
ギ
ス
ハ
ン

が
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
を
築
き
、中
国
か
ら
西

域
に
侵
攻
す
る
時
代
で
す
。
そ
の
時
の

様
相
は
、ジ
ュ
ワ
イ
ニ
ー
と
い
う
人
の『
世

界
征
服
者
の
歴
史
』に「
彼
ら
は
来
た
、破

壊
し
た
、焼
い
た
、殺
し
た
、奪
っ
た
、そ

し
て
去
っ
た
」
と
あ
り
、こ
の
短
い
文
章

で
言
い
尽
く
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

モ
ン
ゴ
ル
帝
国
は
、西
は
東
ヨ
ー
ロ
ッ

パ・
ト
ル
コ
・
シ
リ
ア
、
南
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
・
チ
ベ
ッ
ト
・
ミ
ャ
ン
マ
ー
。
東
は
中

国
・
朝
鮮
半
島
ま
で
及
び
、
ア
ジ
ア
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
横
断
し
、
地
球
上
の
陸

地
の
約
十
七
％
を
統
治
、
当
時
の
人
口

は
一
億
人
を
超
え
て
い
た
そ
う
で
す
。

【
耶や

律り
つ

楚そ

材ざ
い

（
一
一
九
〇
～
一
二
四
四
）】

　

と
こ
ろ
で
中
国
で
は
「
唐
」
が
滅

ん
だ
後
に
、
耶や

律り
つ

阿あ

保ぼ

機き

（
八
七
二
～

九
二
六
）
が
現
れ
、「
遼
王
朝
（
九
一
六
～

一
一
二
五
）」
を
建
国
し
、
そ
の
支
配

圏
は
実
に
北
京
を
含
む
十
六
州
に
及

び
ま
す
。
こ
れ
か
ら
御
紹
介
す
る
耶

律
楚
材
は
そ
の
八
代
目
の
末
裔
で

す
。
そ
の
「
遼
」
も
「
金
王
朝
（
一
一
一

五
～
一
二
三
四
）」に
滅
ぼ
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
金
」は
中
国
の
北
半
分
を
支
配
す
る

事
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
狩
猟
生
活
を

中
心
に
送
っ
て
い
た
為
に
、
行
政
に
通

じ
て
い
る
人
材
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ

た
の
で
、
滅
ぼ
し
た
「
遼
」
の
国
の
人

材
を
重
臣
と
し
て
採
用
し
ま
し
た
。

　

そ
れ
が
「
遼
」
建
国
の
祖
、
耶
律

阿
保
機
か
ら
七
代
目
、
耶
律
楚
材
の

父
、
耶や

律り
つ

履り

と
云
う
人
で
す
。

　

太
祖
十
年
（
一
二
一
五
年
）
に
「
金
」

の
首
都
北
京
は
チ
ン
ギ
ス
ハ
ン
率
い

る
蒙
古
軍
に
制
圧
さ
れ
ま
す
。
耶
律
履

の
息
子
で
あ
っ
た
耶
律
楚
材
は
、
元
々

非
常
に
優
秀
な
人
で
、「
金
」
の
国
の
進

士
と
い
う
試
験
に
主
席
で
合
格
、
将
来

の
閣
僚
候
補
、
宰
相
候
補
で
し
た
。

　

そ
し
て
耶
律
楚
材
は
蒙
古
軍
の
捕

虜
に
な
り
ま
す
が
、
チ
ン
ギ
ス
ハ
ン

は
、
そ
の
耶
律
楚
材
の
才
能
と
名
声

を
惜
し
ん
で
政
治
顧
問
と
し
ま
す
。

　

こ
の
耶
律
楚
材
を
主
人
公
に
し
た

『
耶
律
楚
材
』
と
い
う
陳
舜
臣
さ
ん

の
小
説
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
小
説
の
中
で
は
、
蒙
古
軍
は
憐

れ
み
の
心
な
ど
一
切
持
た
ず
、
攻
め
滅

ぼ
し
た
所
は
、
原
野
に
死
体
が
累
々
と

横
た
わ
り
、
髑
髏
が
積
み
上
げ
ら
れ
、

草
一
本
も
生
え
な
い
地
獄
の
よ
う
な

有
様
に
な
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

チ
ン
ギ
ス
ハ
ン
の
信
任
を
得
た
耶
律

楚
材
は
、
そ
の
蒙
古
軍
の
凶
暴
さ
を
少

し
で
も
自
分
の
力
で
和
ら
げ
る
事
が

出
来
た
ら
と
、
無
謀
な
殺
戮
と
略
奪
を

止
め
さ
せ
る
為
の
懐
柔
策
を
打
ち
出

し
て
い
っ
た
と
あ
り
ま
す
。

【
万ば

ん

松
し
ょ
う

行
ぎ
ょ
う

秀
し
ゅ
う

禅ぜ
ん

師じ

（
一
一
六
六
～
一
二
四
六
）】

　

実
は
、
耶
律
楚
材
は
、
政
情
不
安

定
な
北
京
に
あ
っ
て
、
中
国
曹
洞
禅

の
流
れ
を
く
む
万
松
行
秀
禅
師
に
昼

夜
を
問
わ
ず
、
寝
食
を
忘
れ
、
三
年

間
専
一
に
参
禅
、
湛た

ん

然ね
ん

居こ

士じ

従
じ
ゅ
う

源げ
ん

と

い
う
安
名
を
い
た
だ
か
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
連
載
の
二
回
目
に
も
紹
介
し

た
、
曹
洞
宗
の
坐
禅
を
的
確
に
あ
ら

わ
さ
れ
た
宏わ

ん

智し

禅ぜ
ん

師じ

（
一
〇
九
一
～
一

一
五
七
）
の
示
さ
れ
た
頌じ

ゅ

（
漢
詩
）
百

編
が
あ
り
ま
す
。
耶
律
楚
材
は
、
や

が
て
チ
ン
ギ
ス
ハ
ン
に
同
行
し
て
、

北
京
か
ら
遠
く
離
れ
た
西
域
に
赴
く

こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
宏
智
禅

師
の
頌
の
講
義
録
を
万
松
禅
師
に
懇

願
、
実
に
九
回
も
手
紙
を
送
り
、
何

と
七
年
間
待
ち
続
け
ま
す
。
そ
の
時

代
、
環
境
に
在
っ
て
は
気
の
遠
く
な

る
よ
う
な
お
話
で
す
。
そ
し
て
つ
い

に
万
松
禅
師
の
講
義
録
が
耶
律
楚
材

に
届
き
ま
す
。
そ
れ
が
「
従
容
録
」

で
す
。
序
文
に
は
そ
の
喜
び
を
次
の

よ
う
に
表
し
て
い
ま
す
。

　
「
忽

た
ち
ま

ち
是
の
書
を
受
く
。
酔よ

う
て
醒さ

む
る
が
如ご

と

く
、
死し

し
て
甦

よ
み
が
え

る
が
如
し
。

踴ゆ
う

躍や
く

歓か
ん

呼こ

し
て
東

ひ
ん
が
し

に
望
ん
で
稽け

い

顙そ
う

し

再
四
披ひ

繹え
き

し
て
巻
を
撫ぶ

し
て
歎た

ん

じ
て

曰
く
、
万
松
西
域
に
来き

た

れ
る
か
と
。」

　
『
こ
こ
に
よ
う
や
く
こ
の
「
従
容

録
」
が
届
い
た
。
酔
い
か
ら
醒
め
た

よ
う
だ
、屍

し
か
ば
ね

同
然
だ
っ
た
私
は
甦

よ
み
が
え

っ

た
。
喜
び
勇
ん
で
躍
り
上
が
り
、
大

声
で
嬉
し
さ
を
表
現
し
た
。
そ
し
て

万
松
禅
師
様
が
居
ら
れ
る
東
の
方
向

に
向
っ
て
、
頭
を
地
に
付
け
て
深
々

と
礼
拝
し
た
。
再
三
再
四
、
本
を
読

ん
で
は
撫
で
「
万
松
禅
師
様
が
こ
の

地
に
来
て
下
さ
っ
た
よ
う
だ
。」
素

晴
ら
し
い
こ
と
だ
、
と
感
歎
し
た
』

　

如
何
に
立
派
な
志
を
持
っ
て
い
て

も
、
常
に
導
い
て
く
だ
さ
る
師
匠
、

そ
し
て
同
行
の
士
が
無
け
れ
ば
道
に

迷
う
。
そ
れ
で
も
道
心
（
仏
道
修
行

を
求
め
る
心
）
を
保
ち
続
け
た
耶
律

楚
材
は
素
晴
ら
し
い
人
で
し
た
。

　

耶
律
楚
材
は
「
自
分
が
如
何
に
生

き
る
か
」
だ
け
を
求
め
て
い
た
の
で

は
な
く
「
同
じ
苦
し
み
を
受
け
て
い

る
人
た
ち
を
、い
か
に
し
て
救
う
か
」

を
自
分
自
身
の
生
き
方
に
し
て
い
た

と
小
説
に
は
あ
り
ま
し
た
。

後 
堂　

門　

原　

信　

典

碧へ
き

巌が
ん

録ろ
く

物も
の

語が
た
り

独ど
く

語ご 

【
四
】

　
　
　
　
　
　

― 

つ
ね
に
心
の
平
和
を
願
い 

―
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テ
レ
ホ
ン
法
話 

（
〇
八
九
七
）
四
一
‐
〇
〇
三
三

　

禅
の
た
よ

り

【
迷
い
や
苦
し
み
の
中
で
】

　

私
自
身
、
振
り
返
れ
ば
、
迷
い
や

葛
藤
に
振
り
回
さ
れ
る
弱
い
自
分
を

よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。

　

は
た
し
て
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
そ
し

て
修
羅
と
い
う
争
い
の
世
界
の
中
に

あ
っ
て
「
衆
生
無
辺
誓
願
度
」
全
て
の

生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
救
う
の
だ
と

い
う
誓
願
を
持
ち
、
実
践
出
来
る
か
？

否
、
今
こ
こ
で
、
自
分
の
身
心
に

誓
願
を
い
だ
い
て
い
る
か
？

　

耶
律
楚
材
が
チ
ン
ギ
ス
ハ
ン
の
西

域
遠
征
に
同
行
し
、
無む

間げ
ん

地じ

獄ご
く

の
世

界
を
目ま

の
当あ

た
り
に
し
な
が
ら
も
、

万
松
禅
師
様
に
、
そ
し
て
『
従
容
録
』

つ
ま
り
曹
洞
宗
の
坐
禅
に
救
い
を
、

生
き
方
を
求
め
ら
れ
た
。
こ
の
道
心

が
無
け
れ
ば
『
従
容
録
』
は
生
ま
れ
な

か
っ
た
の
で
す
。
今
、
改
め
て
こ
の

事
を
思
い
ま
す
時
、
何
時
で
も
、
ど
こ

に
あ
っ
て
も
、
何
が
あ
っ
て
も
、
思
い

通
り
に
成
ら
ぬ
、
こ
の
無
常
の
現
実

の
世
界
が
、「
今
こ
そ
坐
禅
に
向
か
え
」

と
、
常
に
私
の
道
心
に
語
り
か
け
て

い
る
の
で
す
。

　

何
故
な
ら
ば
お
釈
迦
様
の
坐
禅

に
、
佛
祖
方
の
坐
禅
に
、
そ
し
て
道

心
あ
る
方
の
草
屋
の
坐
禅
に
私
共
は

救
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

【
南
無
地
獄
大
菩
薩

　
　
　

 

│
地
獄
か
ら
逃
げ
る
な
】

　

臨
済
宗
中
興
の
祖
と
云
わ
れ
る
白

隠
禅
師
の
「
南
無
地
獄
大
菩
薩
」
と

い
う
お
示
し
が
あ
り
ま
す
。
臨
済
宗

南
禅
寺
の
管
長
柴
山
全
慶
老
師
の
著

書
『
人
生
禅
話
』
の
中
に
『
地
獄
は
、

避
け
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
盛

大
と
な
る
、
な
ら
ば
、
こ
の
逃
げ
て

し
ま
い
た
い
地
獄
こ
そ
、
そ
の
ま
ま

南
無
と
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
、
大
菩
薩

と
合
掌
礼
拝
し
た
ら
一
体
ど
う
い
う

こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

逃
げ
ら
れ
る
よ
う
な
地
獄
な
ら
、
そ

れ
は
ま
だ
本
当
の
地
獄
で
は
な
い
、
地

獄
と
い
う
も
の
は
絶
対
に
逃
げ
ら
れ
な

い
の
だ
、
逃
げ
ら
れ
な
い
の
な
ら
、
ど

こ
ま
で
も
そ
の
地
獄
を
背
負
っ
て
い
く

他
は
な
い
。
背
負
う
の
な
ら
、「
南
無
地

獄
大
菩
薩
」
有
り
難
い
ご
縁
だ
、
と
こ

と
ん
ま
で
一
緒
に
参
り
ま
し
ょ
う
と
腹

を
据
え
る
ほ
か
は
な
い
。
そ
う
だ
、
地

獄
の
中
で
、
自
分
の
能
力
の
限
り
を
尽

く
し
て
死
ぬ
ま
で
や
る
の
だ
。』
と
の
説

示
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

私
は
、
い
つ
も
自
分
の
事
で
精
い
っ

ぱ
い
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
出
発
出
来

る
か
ど
う
か
。
腹
を
く
く
る
。
覚
悟
を

決
め
る
。
悪
あ
が
き
を
止
め
る
。
そ
し

て
、
自
己
満
足
で
は
な
い
、
誓
願
が
現

れ
た
信
仰
の
坐
禅
が
出
来
る
か
。

【
常

じ
ょ
う

楽ら
く

我が

浄
じ
ょ
う

　

  

│
常
に
心
の
平
和
を
願
い
│
】

　

阪
神
淡
路
大
震
災
、
東
日
本
大
震

災
、
多
く
の
自
然
災
害
。
今
の
ロ
シ

 

洗
心

　

美
し
い
人
や
景
色
や
芸
術
を
目
に

し
た
り
、
耳
に
し
た
時
、
心
が
洗
わ

れ
る
よ
う
だ
と
私
た
ち
は
言
い
ま

す
。た
し
か
、今
ぐ
ら
い
の
時
季
だ
っ

た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
頃
私
は
二
十

代
前
半
、
札
幌
の
お
寺
で
お
坊
さ
ん

と
し
て
の
勉
強
を
さ
せ
て
い
た
だ
い

て
お
り
ま
し
た
。

　

あ
る
日
の
こ
と
、
私
が
お
寺
で
の

用
事
を
終
え
て
下
宿
に
帰
ろ
う
と
す

る
と
、
お
寺
の
三
男
、
康
仁
さ
ん
が

「
隆
弘
さ
ん
終
わ
り
し
ょ
。
ス
キ
ー

に
行
こ
う
」
と
誘
っ
て
き
ま
し
た
。

　
「
え
？
今
か
ら
で
す
か
？
明
日
も
お

参
り
が
あ
り
ま
す
よ
…
」
と
言
う
と
、

「
隆
弘
さ
ん
、
迷
っ
た
時
は
行
こ
う
。

ス
キ
ー
道
具
持
っ
て
る
？
無
く
て
も

借
り
れ
ば
い
い
か
。
着
替
え
て
お
寺

に
集
合
ね
」
と
、
私
の
返
事
も
待
た

ず
に
事
が
決
ま
り
、「
せ
っ
か
く
だ
か

ら
、
滑
り
や
す
い
と
こ
に
行
こ
う
か
」

と
高
速
に
乗
り
、
一
路
小
樽
へ
と
向

か
い
ま
す
。
ス
キ
ー
の
経
験
な
ど
ほ

と
ん
ど
な
い
の
に
、
え
ら
い
こ
と
に

な
っ
た
ぞ
と
思
っ
て
い
る
う
ち
に
、

山
奥
の
ス
キ
ー
場
に
着
き
ま
し
た
。

　

す
ぐ
に
山
頂
ま
で
連
れ
て
い
か
れ
、

康
仁
さ
ん
は
「
下
で
待
っ
て
る
ね
」
と

格
好
よ
く
滑
っ
て
い
き
ま
す
。
あ
と

に
残
さ
れ
た
私
は
、
恐
る
恐
る
斜
面

を
見
ま
す
。
目
の
前
に
広
が
る
真
っ

白
な
世
界
は
空
気
が
張
り
詰
め
て
い

て
、
寒
さ
と
緊
張
が
私
を
お
そ
い
、

思
わ
ず
目
を
閉
じ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
斜
面
を
降
り
な
け

れ
ば
帰
れ
ま
せ
ん
。
意
を
決
し
て
目
を

開
け
る
と
、
平
日
の
夜
の
ス
キ
ー
場
は

人
影
も
少
な
く
、
街
の
明
か
り
が
遠
く

に
見
え
て
、
壮
大
な
風
景
が
と
て
も
幻

想
的
で
、
心
が
洗
わ
れ
る
よ
う
な
思
い

が
し
ま
し
た
。
冬
が
来
る
と
、
あ
の
と

き
の
風
景
を
よ
く
思
い
出
し
ま
す
。

　

禅
語
に
は
洗
心
と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
。
心
を
洗
う
と
い
う
意
味
で

す
。
心
を
洗
う
と
は
、
悩
み
や
妬
み

や
怒
り
な
ど
の
心
の
塵ち

り

を
洗
い
流
す

こ
と
で
す
。

　

人
は
知
識
や
経
験
を
重
ね
る
ほ
ど

効
率
性
を
重
視
し
、
時
間
を
ど
う
上

手
く
使
う
か
を
考
え
て
し
ま
い
ま

す
。
時
間
を
使
っ
て
い
る
よ
う
に
見

え
て
、
実
は
時
間
に
使
わ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ま
す
。

　

世
俗
の
喧け

ん

騒そ
う

を
忘
れ
さ
せ
る
よ
う

ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
。
そ
し
て

様
々
な
理
不
尽
な
事
件
事
故
は
世
界

中
に
無
辺
に
起
こ
り
ま
す
。
ま
た
私

の
知
人
も
、
現
実
に
生
き
る
事
の
辛

さ
悲
し
さ
を
抱
え
、
そ
れ
で
も
生
き

よ
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

数
年
前
に
も
こ
の
銀
杏
誌
に
載
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
仏
教
保
育
、

児
童
教
育
の
先
駆
者
で
あ
り
ま
し
た
、

竹た
け

内う
ち

道ど
う

説せ
つ

老
師
の
十
句
観
音
経
抄
意

訳
を
改
め
て
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　
「
楽
」
に
は
「
願
う
、
望
む
」
と
云

う
意
味
が
あ
り
ま
す
。

『
十じ

っ

句く

観か
ん

音の
ん

経き
ょ
う

』

観か
ん

世ぜ

音お
ん　

南な

無む

佛ぶ
つ　

与よ

佛ぶ
つ

有う

因い
ん

与よ

佛ぶ
つ

有う

縁え
ん　

仏ぶ
っ

法ぽ
う

僧そ
う

縁え
ん

常じ
ょ
う

樂ら
く

我が

浄
じ
ょ
う

朝ち
ょ
う

念ね
ん

観か
ん

世ぜ

音お
ん　

暮ぼ

念ね
ん

観か
ん

世ぜ

音お
ん

念ね
ん

々ね
ん

従
じ
ゅ
う

心し
ん

起き　

念ね
ん

々ね
ん

不ふ

離り

心し
ん

『
南
無
観
世
音
菩
薩
様

私
は
み
ほ
と
け
様
に
帰
依
し
奉
り
ま
す

み
ほ
と
け
様
に
ゆ
か
り
の
あ
る
も
の

す
べ
て
に
帰
依
し
奉
り
ま
す

常
に
心
の
平
和
を
願
い

朝あ
し
た

に
も
夕ゆ

う

べ
に
も

菩
薩
様
を
念
じ
奉
り

大
悲
の
み
心
を
受
け
て

み
心
の
ま
ま
に

生
き
ま
つ
ら
ん
と
念
じ
奉
り
ま
す
』 

 

（
続
く
）
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な
風
景
が
あ
り
ま
す
。
現
代
社
会
を

生
き
ね
ば
な
ら
な
い
人
に
と
っ
て
は
、

そ
う
い
う
特
別
な
風
景
を
見
る
機
会

を
作
る
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
良
い
の

で
す
。
庭
に
咲
い
て
い
る
花
を
見
て

み
よ
う
。
草
む
ら
に
い
る
虫
を
見
て

み
よ
う
。
今
日
は
車
で
な
く
歩
い
て

み
よ
う
。
近
く
の
お
寺
や
神
社
を
お

参
り
す
る
こ
と
で
も
結
構
で
す
。

　

少
し
だ
け
日
常
を
は
な
れ
て
み
て

下
さ
い
。
日
常
と
違
う
風
景
に
気
づ
く

こ
と
が
で
き
れ
ば
、
明
日
か
ら
ま
た
頑

張
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
が
湧
い
て
き

ま
す
。
多
分
、
あ
の
と
き
康
仁
さ
ん
は

そ
の
こ
と
を
私
に
気
づ
い
て
ほ
し

か
っ
た
、
そ
ん
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

 

愛
媛
県 

晴
光
院　

曽
根
隆
弘
師

�

令
和
四
年
二
月
十
一
日
～
二
十
日

 

他
は
是
れ
吾
に
あ
ら
ず

　

知
人
が
私
の
法
話
を
聞
い
た
ら
し

く
「
曽
根
さ
ん
の
法
話
っ
て
、
法
話

集
み
た
い
な
も
の
が
あ
る
ん
で
す

か
？
」と
聞
い
て
き
ま
し
た
。
私
は
、

あ
、
そ
の
方
法
が
あ
っ
た
か
と
思
い

な
が
ら
、「
ち
ゃ
ん
と
原
稿
を
書
い

て
ま
す
よ
」
と
答
え
ま
し
た
。
本
に

書
い
て
い
る
こ
と
を
覚
え
て
そ
の
ま

ま
話
す
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
考
え

た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
こ
で
、
も
の
は
試
し
と
法
話
の

本
を
広
げ
、
こ
れ
は
い
い
話
だ
な
と

思
っ
た
も
の
を
、
そ
の
ま
ま
家
族
に

話
し
て
み
ま
し
た
。

　

話
し
な
が
ら
も
何
か
違
和
感
が
あ

り
ま
し
た
が
、「
ど
う
だ
っ
た
？
」
と

尋
ね
る
と
、「
普
通
じ
ゃ
な
い
？
そ

れ
、
本
に
載
っ
て
い
る
話
で
し
ょ
。

話
し
方
に
自
信
が
な
さ
そ
う
だ
っ
た

し
、
そ
の
ま
ま
本
の
話
を
さ
れ
て
も

ね
。
自
分
の
事
と
し
て
も
う
少
し
工

夫
が
必
要
な
ん
じ
ゃ
な
い
」
と
、
言

わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
「
短
く
て
も
失
敗
し
て
も
い
い
か

ら
あ
な
た
の
話
が
聞
き
た
い
。
お
釈

迦
さ
ま
の
教
え
を
ど
う
解
釈
し
、
ど

う
伝
え
た
い
か
あ
な
た
の
言
葉
で
話

し
て
欲
し
い
。」
そ
ん
な
気
持
ち
が

伝
わ
っ
て
き
て
、
な
ん
だ
か
恥
ず
か

し
く
な
り
ま
し
た
。

　

違
和
感
の
正
体
は
こ
れ
だ
っ
た
の

で
す
。
他
人
の
話
で
は
描
写
も
経
験

も
な
く
、
た
だ
文
字
を
読
ん
で
い
る

だ
け
の
状
態
で
す
。自
信
が
な
い
話
、

自
分
が
納
得
し
な
い
話
を
し
て
も
、

そ
こ
に
は
感
動
も
共
感
も
生
ま
れ
て

こ
な
い
こ
と
に
気
が
付
い
た
の
で

す
。
ど
ん
な
に
良
い
話
、
有
り
難
い

話
だ
と
し
て
も
、
借
り
物
は
借
り
物

で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
参
考
に
は
で

き
ま
す
が
、
話
の
ど
こ
か
に
ほ
こ
ろ

び
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。
逆
を
い
え

ば
、
私
の
話
は
私
に
し
か
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。

　

永
平
寺
を
開
か
れ
ま
し
た
道
元
禅

師
さ
ま
の
書
か
れ
た
典て

ん

座ぞ

教
き
ょ
う

訓く
ん

の

中
に
「
他
は
是
れ
吾
に
あ
ら
ず
（
た

は
こ
れ
わ
れ
に
あ
ら
ず
）」
と
い
う

言
葉
が
あ
り
ま
す
。
実
践
す
る
の
は

他
人
で
は
な
く
、自
分
自
身
で
あ
り
、

自
ら
が
経
験
し
て
学
ば
な
け
れ
ば
意

味
が
な
い
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

家
族
で
あ
っ
て
も
、
親
の
人
生
は

親
の
人
生
で
あ
り
、
子
ど
も
の
人
生

は
子
ど
も
の
人
生
で
す
。
憧
れ
の
人

が
い
た
ら
、
そ
の
人
の
よ
う
に
な
り

た
い
、
と
目
標
に
す
る
こ
と
は
で
き

ま
す
が
、
そ
の
人
に
は
な
れ
な
い
現

実
が
あ
り
、
そ
の
人
と
同
じ
立
場
に

は
な
れ
て
も
、
自
分
は
自
分
で
す
。

自
分
の
人
生
は
、
自
分
自
身
で
歩
む

も
の
で
、
誰
も
代
わ
っ
て
く
れ
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

私
た
ち
は
、
不
遇
な
環
境
を
嘆
い

た
り
、
で
き
な
い
こ
と
を
誰
か
の
せ

い
に
し
た
り
、
不
満
ば
か
り
を
募
ら

せ
る
時
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
ど
ん

な
言
い
訳
や
愚
痴
を
重
ね
て
み
て

も
、
他
人
が
解
決
し
て
く
れ
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

先
ず
は
、
今
、
自
分
に
出
来
る
こ

と
を
精
一
杯
や
っ
て
み
る
。
自
分
を
信

じ
て
行
動
し
て
み
る
。
自
分
で
考
え
、

自
分
で
行
動
す
る
生
き
方
に
こ
そ
経

験
と
成
長
が
あ
り
、
満
足
の
い
く
答
え

が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　
「
他
は
是
吾
に
あ
ら
ず
」
皆
さ
ん
は

自
分
の
生
き
方
が
で
き
て
い
ま
す
か
？
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色
即
是
空

　

三
月
に
入
り
、
も
う
す
ぐ
春
の
お

彼
岸
と
な
り
ま
す
。
み
な
さ
ま
お
彼

岸
と
い
え
ば
、
お
経
を
お
唱
え
す
る

こ
と
も
多
い
か
と
存
じ
ま
す
。
日
本

で
よ
く
お
唱
え
さ
れ
て
い
る
お
経
は

『
般
若
心
経
』
だ
と
思
い
ま
す
が
、

そ
の
『
般
若
心
経
』
に
出
て
く
る
有

名
な
言
葉
「
色し

き

即そ
く

是ぜ

空く
う

」
の
意
味
を

ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。

　
「
色（
し
き
）」と
い
う
の
は
、色（
い

ろ
）
と
書
き
ま
す
が
、
色
彩
だ
け
で

は
な
く
、
形
も
意
味
し
て
お
り
、
物

質
の
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、も
の
の
こ
と
で
す
。
そ
し
て「
空

（
く
う
）」
と
い
う
の
は
、
独
立
し
て

は
存
在
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
て
い
ま
す
。
言
い
換
え
れ

ば
、
何
か
と
関
係
し
て
存
在
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

す
な
わ
ち
「
色
即
是
空
」
と
は
、
何

で
あ
れ
存
在
し
て
い
る
全
て
の
も
の

は
、
そ
れ
自
体
だ
け
で
独
立
し
て
存
在

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
必
ず
何
ら
か

の
も
の
と
関
係
し
て
存
在
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

　

此
の
世
の
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
て
も
、
何
か
と
関
係
し
て
存
在

し
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
が
独
立
し
て

存
在
し
て
い
る
も
の
な
ど
あ
り
ま
せ

ん
。
た
と
え
ば
、
花
は
種
子
を
は
じ

め
と
し
て
太
陽
や
水
、
養
分
な
ど
の

様
々
な
原
因
か
ら
存
在
し
て
お
り
、

花
そ
れ
自
体
が
独
立
し
て
存
在
し
て

い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

此
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
何

か
と
関
係
し
、
支
え
ら
れ
て
存
在
し

て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
人
間
に
も

当
て
は
ま
り
ま
す
。
普
段
、
私
達
は

自
分
が
自
分
の
力
だ
け
で
生
き
て
い

る
と
過
信
し
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。

し
か
し
振
り
返
っ
て
よ
く
よ
く
考
え

て
み
ま
す
と
、
私
達
は
数
え
切
れ
な

い
ほ
ど
の
多
く
の
縁
に
生
か
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ど
ん
な

に
強
く
立
派
な
人
で
あ
っ
て
も
、
そ

の
人
の
力
だ
け
で
存
在
し
て
い
る
な

ど
と
い
う
人
は
い
ま
せ
ん
。

　

多
忙
な
毎
日
を
生
き
て
お
り
ま
す

と
様
々
な
縁
に
生
か
さ
れ
て
生
き
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
つ
い
つ
い
忘
れ

て
し
ま
う
も
の
で
す
が
、
一
日
に
一
度

は
仏
壇
の
前
に
坐
り
、で
き
れ
ば『
般

若
心
経
』
を
お
唱
え
し
、
親
や
祖
先
、

神
仏
を
は
じ
め
と
し
た
様
々
な
見
え

な
い
も
の
の
お
陰
で
私
達
は
生
か
さ

れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
思
い

返
し
、
謙
虚
な
気
持
ち
で
感
謝
の
日

送
り
を
し
た
い
も
の
で
す
ね
。
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鐘 

声

■   

常
楽
会(

お
ね
は
ん)

　

三
月
十
五
日(

火)

、
三
カ
年
ま

で
の
新
亡
精
霊
を
供
養
す
る
毎

年
恒
例
の
行
持
、
常
楽
会(

お
ね

は
ん)

が
行
わ
れ
た
。
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
予
防
を
行

い
な
が
ら
、
山
主
導
師
の
も
と

山
内
一
同
、
釈
尊
涅
槃
会
法
要

を
厳
修
。
続
い
て
読
立
供
養
。

　
銀
杏
感
謝
録

愛
媛
県　

丹
勝
登
美　

殿

愛
媛
県　

薦
田
富
司　

殿

愛
媛
県　

森
井
孝
和　

殿

長
崎
県　

晧
台
寺　
　

殿

愛
媛
県　

森
實
陸
郎　

殿

長
野
県　

村
上
泰
助　

殿

静
岡
県　

明
香
寺　
　

殿

愛
媛
県　

陽
春
院　
　

殿

愛
媛
県　

網
干
一
義　

殿

山
口
県　

吉
祥
寺　
　

殿

愛
媛
県　

小
野
邦
子　

殿

愛
媛
県　

品
川
博
子　

殿

愛
媛
県　

正
法
寺　
　

殿

京
都
府　

株
式
会
社
谷
口 

 

　
　
　
　

法
衣
仏
具
店
殿

岡
山
県　

野
林
百
登
美
殿

愛
媛
県　

越
智
俊
之　

殿

福
岡
県　

古
賀
和
子　

殿

愛
媛
県　

土
岐
敏
勝　

殿

愛
媛
県　

神
野
征
子　

殿

島
根
県　

清
光
院　
　

殿

広
島
県　

光
福
寺　
　

殿

愛
媛
県　

村
尾
勉
久　

殿

�
(

令
和
四
年
一
月
十
八
日
受
付
迄)

　
三
月
の
日
鑑

一　

日　

祝
祷

十
五
日　

祝
祷

　
　
　
　

常
楽
会(

お
ね
は
ん)

　
　
　
　

略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

廿
一
日　

萬
霊
塔(

永
代
墓)

供
養

丗
一
日　

略
布
薩

　
四
月
の
予
定

一　

日　

祝
祷

五　

日　

参
玄
会(

七
日
迄)

八　

日　

釈
尊
降
誕
会

九　

日　

前
夜
祭

十　

日　

春
季
金
毘
羅
大
祭

十
五
日　

祝
祷
・
略
布
薩

十
八
日　

観
音
講
・
勉
強
会

丗　

日　

略
布
薩

　

一
年
前
、
不
安
と
希
望
に
満
ち
溢

れ
て
参
道
を
上
が
り
、
瑞
應
寺
に
上

山
、
入
堂
し
た
。「
諸
行
無
常
」
と
言

わ
れ
る
よ
う
に
、
同
じ
参
道
を
今
歩

い
て
み
て
も
、
一
年
前
と
は
違
っ
た

印
象
を
受
け
る
。

　

思
っ
て
い
た
修
行
生
活
と
は
異
な

る
事
が
多
々
あ
る
が
、
思
い
通
り
に

い
か
な
い
の
も
又
、
修
行
な
の
だ
と

思
わ
さ
れ
る
。

　

一
通
り
年
間
行
事
を
経
験
し
た

が
、
こ
れ
か
ら
は
古
参
と
し
て
、
新

到
を
教
え
な
が
ら
の
修
行
と
な
る
。

自
分
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
周
り

を
み
る
広
い
視
野
で
の
行
動
が
大
切

と
な
る
。頭
で
は
分
か
っ
て
い
て
も
、

実
践
し
て
み
る
と
な
か
な
か
で
き
な

い
も
の
で
あ
る
。

　

今
一
度
、
自
分
の
一
挙
手
一
投
足

を
振
り
返
り
、
初
心
に
返
り
修
行
に

励
ん
で
い
こ
う
と
思
う
。

 

堂
行
寮　

慧 

岳　

年
明
け
続
々
と
受
付
に
来
ら
れ

た
御
遺
族
様
方
か
ら
は
、
冥
福

を
祈
る
多
く
の
気
持
ち
を
お
預

か
り
し
た
。

■   

幼
稚
園
卒
園
式

　

三
月
十
七
日(

木)

は
ひ
か
り
幼

稚
園
の
第
六
十
九
回
卒
園
式
が

行
わ
れ
た
。

■   

萬
霊
塔
供
養

　

三
月
廿
一
日(

月)

、
当
山
西
墓

地
の
永
代
供
養
塔
〝
萬
霊
塔
〟
で

の
法
要
が
行
わ
れ
た
。
山
主
導

師
の
も
と
、
参
列
者
と
共
に
供

養
塔
周
囲
を
行
道
、
諷
経
し
諸

精
霊
を
供
養
。

白眉殿進捗状況
写真の通り工事が進んでおります。


